
記念の年迎え新たな時代へ飛躍
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信
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れ
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へ

蔵
王
温
泉
の
神
話
と
伝
説

霊
峰「
蔵
王
」の
誕
生

高
見
屋
旅
館
の
創
業

創
業
３
０
０
年
を
迎
え
た
老
舗
旅
館
へ
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年月　最上高湯温泉で岡崎彌平治が「深山荘高見屋」創業
年８月　９代目岡崎彌平治、庭訓（ていきん）を記す
年２月　三笠宮さま深山荘高見屋にご滞在
年２月　高松宮さま深山荘高見屋にご滞在
年　　　千本松を伐採し、蔵王温泉スキー場をオープン
　　　３月　皇太子殿下（天皇陛下）深山荘高見屋にご滞在
年７月　法人化。株式会社高見屋旅館設立
年３月　トニー・ザイラー、鰐淵晴子、映画「銀嶺の王者」ロケ
年７月　「タカミヤヴィレッジホテル樹林」開業
年２月　「雲海荘」（現ホテルルーセントタカミヤ）開業
年８月　深山荘高見屋リニューアル
年１月　アジア初の蔵王インタースキー開催
　　　　　　三笠宮寬仁さま「樹林」に延べ日間滞在
年月　タカミヤヴィレッジホテル樹林増築リニューアル
年月　ホテルルーセントタカミヤ増築リニューアル
年月　ホテルルーセントタカミヤ、セゾンコートオープン
年９月　童子平に「わらべの里」歴史と文化の美術館
年月　「ホテルハモンドたかみや」開業
年月　深山荘高見屋リニューアル（離庵山水）
年８月　「たかみや瑠璃倶楽リゾート」開業
　　　　　　台湾のランディスホテル＆リゾートと業務提携
　　　　　　「タカミヤ湯の浜テラス西洋茶寮」開業
年３月　韓国大明リゾートと蔵王温泉スキー場が業務提携
年９月　庄内あつみ温泉「高見屋別邸久遠」開業
年４月　米沢市小野川温泉「湯杜匠味庵山川」開業
年４月　米沢市白布温泉「別邸山の季」を運営委託
年月　戸沢村草薙温泉「高見屋最上川別邸紅」開業
年４月　南陽市赤湯温泉「櫻湯山茱萸」を運営委託

　〝
杉
９
９
９
９
本
の
教
え
〟

　
３
０
０
年
の
時
を
超
え
て

　
享
保
元
年（
１
７
１
６
年
）

創
業
の
高
見
屋
旅
館
は
、
今

年
無
事
３
０
０
周
年
を
迎
え

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
当

館
は
、
山
形
蔵
王
の
地
で
地

主
と
し
て
、山
守
り
と
し
て
、

自
然
を
守
り
、
敬
い
、
同
時

に
旅
館
を
営
み
温
泉
を
大
切

に
守
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
蔵
王
温
泉
は
、
標
高
９
０

０
㍍
に
位
置
し
、
冬
は
強
風

と
積
雪
の
厳
し
い
気
候
に
見

舞
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
世

界
一
美
し
い
樹
氷
原
を
造
り

出
し
ま
す
。
一
方
、
夏
は
大

変
涼
し
く
ク
ー
ラ
ー
不
要
の

別
天
地
で
す
。
そ
の
た
め
蔵

王
温
泉
の
付
近
で
は
、
農
作

物
が
ほ
と
ん
ど
育
た
な
い
気

候
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
安
政
六
年（
１
８
５
９
年
）

９
代
目
彌
平
治
は
、
こ
の
地

で
暮
ら
す
子
孫
の
安
寧
と
、

家
業
発
展
を
願
い
庭
訓
を
記

し
た
の
で
す
。
私
は
こ
の
庭

訓
に
つ
い
て
、
父
で

代
彌

平
治
よ
り
度
々
訓
示
を
受
け

て
育
ち
ま
し
た
。
〝
予
年
来

心
を
用
ひ
杉
九
千
九
百
九
十

九
本
を
植
立
し
は
先
祖
の
衆

魂
を
慰
ん
た
め
又
子
孫
の
…

救
わ
ん
為
な
り
１
本
を
省
き

し
は
満
れ
ば
欠
く
る
恐
れ
有

り
…
〟
の
書
き
出
し
で
始
ま

る
８
項
目
の
教
え
で
あ
り
ま

す
。

代
は
、
こ
の
教
え
の

杉
林
を
昭
和
二
十
六
年
に
伐

採
し
、
蔵
王
に
日
本
で
２
番

目
の
本
格
ス
キ
ー
場
と
リ
フ

ト
の
開
発
を
始
め
ま
し
た
。

高
見
屋
の
山
と
、
鳥
兜
山
を

結
ぶ
コ
ー
ス
を
、
高
鳥
コ
ー

ス
、
ホ
テ
ル
を
建
築
し
、
伐

採
し
た
杉
林
に
ち
な
み
名
称

を
「
樹
林
」
と
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
庭
訓
の
教
え
を

受
け
た
、
当
館
の
多
店
舗
展

開
の
足
掛
か
り
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
も
う
１
本
の
木
を
植
え
る

思
い
は
、
現
状
に
甘
ん
じ
る

こ
と
無
く
努
力
せ
よ
と
言
う

こ
と
。
私
ど
も
タ
カ
ミ
ヤ
ホ

テ
ル
グ
ル
ー
プ
は
、
温
泉
の

恩
恵
を
受
け
な
が
ら
、
代
々

大
勢
の
方
々
に
宿
泊
賜
り
、

顧
客
第
一
主
義
を
貫
い
て
ま

い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
現

在
で
は
お
陰
さ
ま
で
、
山
形

県
内
に

施
設
を
運
営
す
る

に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　
杉
九
千
九
百
九
十
九
本
の

教
え
を
守
っ
て
、
数
を
追
い

か
け
る
だ
け
で
な
く
多
様
性

を
、
不
易
流
行
を
心
し
て

〝
名
湯
一
門
高
見
屋
ホ
テ
ル

グ
ル
ー
プ
〟
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
お
客
さ
ま
に
い
つ
も
求
め

ら
れ
る
、心
か
ら
楽
し
ん
で
、

喜
び
、
安
ら
い
で
い
た
だ
け

る
温
泉
旅
館
　
と
し
て
、
全

て
の
社
員
と
共
に
最
善
の
努

力
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

　
高
見
屋
旅
館
に
嫁
い
で
か

ら
と
い
う
も
の
、
先
祖
代
々
の
教
え
で
あ
る
「
庭
訓
」
を

ひ
た
す
ら
守
り
な
が
ら
、
日

々
お
客
さ
ま
を
お
迎
え
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
、
蔵
王
の
自
然
と
温
泉
の

恵
み
に
対
し
て
常
に
感
謝
を

忘
れ
ず
、
真
心
の
こ
も
っ
た

お
も
て
な
し
を
続
け
て
い
き

ま
す
。
そ
し
て
、
お
預
か
り

し
て
い
る
こ
れ
ら
の
宝
物

を
、
し
っ
か
り
と
次
世
代
に

引
き
継
い
で
ま
い
り
ま
す
。

女
将
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
酒
類

蔵王温泉　深山荘高見屋の外観

　
今
年

月
で
創
業
３
０
０
周
年
を
迎
え
る
タ
カ
ミ
ヤ
ホ
テ
ル
グ
ル
ー
プ（
高
見
屋
旅
館
）

は
、
山
形
県
内
に

軒
の
旅
館
・
ホ
テ
ル
、
１
軒
の
美
術
館
を
所
有
、
運
営
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
は
藩
主
ら
に
参
勤
交
代
の
定
宿
と
し
て
愛
さ
れ
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
多
く

の
皇
族
も
お
迎
え
し
て
き
た
高
見
屋
旅
館
。そ
の
３
０
０
年
の
歩
み
と
概
要
を
紹
介
す
る
。

「
わ
ら
べ
の
里
」
の
内
部

　
高
見
屋
が
運
営
す
る
「
わ
ら
べ

の
里
」
は
、
５
棟
の
建
物
か
ら
な

る
。
各
展
示
館
は
明
治
天
皇
行
在

所
な
ど
、
歴
史
・
文
化
・
芸
術
的

に
極
め
て
価
値
の
あ
る
建
築
物

だ
。ま
た
、菊
池
寛
や
深
田
久
彌
、

里
見
弴
を
は
じ
め
と
し
た
文
化
人

が
数
多
く
来
館
し
、
そ
の
時
記
念

に
書
き
残
し
た
色
紙
や
書
、
絵
画

な
ど
も
展
示
し
て
い
る
。

【
行
在
所
】

　
天
皇
の
ご
休
息
の
場
と
し
て
最

高
の
資
材
、
最
高
の
技
術
で
建
て

ら
れ
た
木
造
建
造
物
。

【
庄
屋
の
蔵
】

　
明
治
中
期
に
建
て
ら
れ
た
堀
米

家
の
米
蔵
で
、
２
階
建
て
土
蔵
。

玄
関
は
老
舗
の
後
藤
又
兵
衛
旅
館

の
玄
関
を
復
元
し
た
。内
部
に
は
、

調
度
品
や
文
人
の
書
、
豪
商
・
豪

農
の
歴
史
的
品
々
を
展
示
し
て
い

る
。

【
古
し
え
の
家
】

　
宮
城
県
古
川
市
の
民
家
で
、
江

戸
後
期
に
作
ら
れ
た
平
屋
木
造
建

築
物
。
雪
国
の
た
め
、
柱
は

セ

ン
チ
程
も
あ
る
太
さ
で
、
荒
々
し

く
手
削
り
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

く
ぎ
、
く
さ
び
な
ど
を
使
用
し
な

い
組
立
工
法
で
あ
る
の
も
特
徴
。

内
部
で
は
旅
館
の
歴
史
（
帳
場
）

や
屏
風
を
展
示
し
て
い
る
。

【
雅
の
蔵
】

　
槐
（
え
ん
じ
ゅ
）
と
い
う
ぜ
い

た
く
で
縁
起
が
よ
い
と
さ
れ
て
い

る
木
で
建
造
さ
れ
た
。内
部
に
は
、

山
形
城
主
・
最
上
家
・
水
野
家
な

ど
の
ゆ
か
り
の
品
々
、
武
具
や
装

飾
品
な
ど
を
展
示
し
て
い
る
。

【
彌
平
治
亭
】

　
豪
商
の
母
屋
。
江
戸
末
期
の
木

造
建
築
で
、
最
上
川
の
船
場
に
位

置
し
て
い
た
家
を
復
元
し
た
。
京

文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
、
細
め

の
柱
が
特
徴
的
。
内
部
に
は
古
美

術
の
車
箪
笥
・
長
持
ち
・
古
美
術

の
神
棚
を
展
示
し
て
い
る
。

　
江
戸
時
代
後
期
は
商
業
の
発
達
や
伊
勢

参
り
な
ど
が
流
行
し
、
民
衆
の
移
動
が
活

発
に
な
っ
て
全
国
各
地
に
旅
宿
も
多
く
な

っ
た
。

　
そ
こ
で
「
東
講
商
人
鑑
（
あ
ず
ま
こ
う

あ
き
ん
ど
か
が
み
）
」
と
い
う
携
帯
に
便

利
な
木
版
刷
り
の
冊
子
が
発
行
さ
れ
、

「
東
講
」と
書
い
た
木
札
を
掲
げ
た
宿
は
、

丁
寧
な
接
待
を
受
け
な
が
ら
一
般
の
旅
人

も
安
心
し
て
泊
ま
れ
る
宿
と
し
て
重
宝
が

ら
れ
た
。
特
に
高
湯
温
泉
は
、
ひ
と
き
わ

目
に
つ
く
景
観
が
描
か
れ
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

　
現
在
の
高
見
屋
旅
館
を
示
す「
彌
平
治
」

の
名
の
ほ
か
、

軒
の
湯
宿
の
屋
号
が
明

記
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
た
湯
宿
だ
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
冊
子
の
出
現
に
よ
っ
て
旅

の
範
囲
が
よ
り
広
が
り
、
山
深
い
高
湯
温

泉
に
も
多
く
の
旅
人
が
足
を
運
ぶ
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。

　
蔵
王
温
泉
は
、
古
く
は
「
最
上
高
湯
」

と
呼
ば
れ
、そ
の
発
祥
は
１
９
０
０
年
前
、

日
本
武
尊
（
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と
）

が
「
吉
備
多
賀
由
（
き
び
の
た
が
ゆ
）
」

と
い
う
随
臣
を
従
え
て
東
国
の
制
圧
に
赴

い
た
際
、
現
在
の
蔵
王
温
泉
が
あ
る
場
所

に
差
し
か
か
る
と
、
多
賀
由
は
敵
の
矢
を

受
け
、
「
瀧
山
（
り
ゅ
う
ざ
ん
）
」
の
山

頂
に
逃
れ
た
。

　
そ
こ
か
ら
東
側
の
ふ
も
と
を
見
下
ろ
す

と
、
岩
場
に
湧
き
出
る
豊
か
な
湯
を
発
見

し
、
早
速
山
を
下
り
、
体
を
湯
に
浸
す
と

癒
や
さ
れ
て
、
早
く
傷
が
治
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
以
来
、
薬
湯
と
し
て
尊
ば

れ
、
吉
備
一
族
の
誉
れ
高
い
武
将
の
「
多

賀
由
」
の
名
に
あ
や
か
り
「
高
湯
」
の
２

文
字
に
変
え
、
温
泉
の
地
名
に
反
映
さ
せ

た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
　

　
鎌
倉
時
代
以
降
、
和
歌
山
県
の
熊
野
三

山
を
本
拠
地
と
す
る
「
熊
野
信
仰
」
は
、

全
国
的
に
布
教
さ
れ
隆
盛
を
極
め
た
が
、

蔵
王
は
ま
だ
「
不
忘
山
（
わ
す
れ
ず
の
や

ま
）
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
熊
野
派
の
修

行
僧
た
ち
は
、
噴
火
で
形
成
さ
れ
た
最
も

高
い
荘
厳
な
峰
を
「
熊
野
岳
」
と
命
名
し

た
。

　
そ
し
て
、
山
岳
修
験
の
祖
と
す
る
役
小

角
（
え
ん
の
お
づ
ぬ
）
が
霊
感
で
創
造
し

た
と
さ
れ
る
修
験
者
の
護
身
仏
「
蔵
王
権

現
」
を
ま
つ
り
、
さ
ら
に
行
者
た
ち
は
、

神
や
仏
の
姿
が
火
口
（
御
釜
）
の
清
ら
か

な
水
面
に
映
る
こ
と
を
念
じ
て
修
業
し
た

こ
と
か
ら
霊
峰
「
蔵
王
」
の
山
名
が
誕
生

し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
江
戸
時
代
も
半
ば
に
入
っ
た
１
７
１
６

年
（
享
保
元
年
）
、
徳
川
吉
宗
が
８
代
将

軍
に
就
い
た
年
の

月
、
高
見
屋
は
岡
崎

彌
平
治
（
や
へ
い
じ
）
に
よ
っ
て
創
業
さ

れ
た
。

　
時
に
幕
府
は
財
政
再
建
と
支
配
体
制
の

再
編
を
行
っ
た
い
わ
ゆ
る「
享
保
の
改
革
」

の
最
中
、
山
形
の
藩
主
は
堀
田
正
虎
だ
っ

た
。
そ
の
改
革
の
波
は
地
方
に
も
及
び
、

享
保
十
年
の
「
高
湯
村
覚
書
」
と
い
う
文

書
に
は
「
当
時
、
高
湯
村
に
湯
宿
が
十
七

軒
あ
り
、
緊
縮
政
治
下
で
経
営
が
振
る
わ

ず
、
村
は
正
徳
期
に
続
い
て
二
度
目
の
大

火
に
遭
い
貧
窮
に
陥
っ
た
が
、
正
虎
の
施

策
で
ど
う
に
か
立
ち
直
る
こ
と
が
出
来

た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
正
虎
の
養
子
、
正
亮
が
官
職
名
を
「
相

模
守
」
と
名
乗
り
、
山
形
藩
主
に
つ
い
た

こ
ろ
、
豊
富
な
い
で
湯
の
高
湯
村
に
注
目

し
た
正
亮
は
、
経
済
の
活
性
化
を
図
り
、

高
湯
を
含
む
ふ
も
と
の
南
山
形
一
帯
に
、

自
分
の
堀
田
の
姓
を
与
え
て
「
堀
田
村
」

と
命
名
。
以
後
、
高
湯
村
は
「
堀
田
村
高

湯
」
と
改
称
さ
れ
、
今
日
の
一
大
観
光
地

に
発
展
す
る
礎
に
な
っ
た
。

　
東
講
商
人
鑑
が
出
版
さ
れ
た
当
時
の
高

見
屋
主
人
は
、
岡
崎
家
９
代
目
、
彌
平
治

重
知
（
し
げ
と
も
）
と
称
し
た
。

　
重
知
が

歳
を
迎
え
た
１
８
３
６
年

（
天
保
七
年
）
、
全
国
的
な
飢
饉
に
見
舞

わ
れ
、
約

万
人
の
死
者
が
出
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
相
次
ぐ
惨
事
で
苦
労
を
強
い

ら
れ
た
村
人
の
暮
ら
し
を
考
え
る
と
、
重

知
は
高
湯
の
湯
宿
の
経
営
の
あ
り
方
に
安

心
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
将
来
、

子
孫
た
ち
が
気
を
引
き
締
め
て
家
業
の
経

営
に
当
た
る
こ
と
を
願
い
、
私
有
地
に
９

９
９
９
本
の
杉
を
植
栽
し
た
。
あ
え
て
１

万
本
か
ら
１
本
省
い
た
の
は
「
現
状
に
満

足
せ
ず
常
に
将
来
を
考
え
努
力
を
怠
る

な
」
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
、
そ
の
教

え
は
歴
代
の
当
主
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
。

　
さ
ら
に
、
１
８
５
９
年
（
安
政
六
年
）

「
庭
訓
」
と
題
し
た
８
項
目
か
ら
成
る
文

書
を
記
し
た
。
重
知
が
残
し
た
こ
の
戒
め

の
文
書
は
、
代
々
岡
崎
家
の
家
宝
と
し
て

受
け
継
が
れ
、
宿
の
経
営
に
大
き
く
生
か

さ
れ
て
い
る
。

　
藩
政
期
に
入
り
、
高
湯
村
は
木
賃
宿
を

営
む
農
家
も
軒
を
連
ね
、
多
方
面
か
ら
旅

人
が
出
入
り
し
、
特
に
東
講
商
人
鑑
に
登

録
さ
れ
て
い
る
旅
籠
に
は
参
勤
交
代
で
入

れ
替
わ
り
山
形
藩
主
が
訪
れ
、
湯
治
を
楽

し
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
高

台
に
構
え
る
高
見
屋
か
ら
は
見
晴
ら
し
が

よ
く
、
藩
主
に
よ
っ
て
は
常
宿
に
し
て
い

た
。

　
老
舗
の
高
見
屋
を
好
ま
れ
、
常
宿
と
し

て
お
泊
り
に
な
ら
れ
た
皇
族
の
方
々
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
１
９
４
１
年
（
昭
和
十
六

年
）
、
三
笠
宮
さ
ま
を
は
じ
め
、
昭
和
二

十
五
年
に
は
高
松
宮
さ
ま
が
、
翌
年
に
は

天
皇
陛
下
が
皇
太
子
時
代
に
３
人
の
ご
学

友
と
４
日
間
、
宿
泊
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
数
多
く
の
思
い
出
が
残
さ
れ

た
老
舗
旅
館「
深
山
荘
高
見
屋
」は
今
年
、

創
業
３
０
０
年
を
迎
え
た
。
蔵
王
の
発
展

と
と
も
に
築
い
て
き
た
信
頼
と
お
も
て
な

し
の
心
は
、
未
来
永
劫
忘
れ
る
こ
と
は
な

い
。

蔵王温泉　深山荘高見屋

米沢白布温泉　別邸山の季

米沢小野川温泉　湯社匠味庵山川

庄内あつみ温泉　高見屋別邸久遠

戸沢草薙温泉　高見屋最上川別邸紅

南陽赤湯温泉　櫻湯山茱萸

蔵王温泉　たかみや瑠璃倶楽リゾート

蔵王温泉
　タカミヤヴィレッジホテル樹林

蔵王温泉　ホテルルーセントタカミヤ

蔵王温泉　ホテルハモンドたかみや

日本海湯野浜
　タカミヤ湯の浜テラス西洋茶寮

ホ
テ
ル
ル
ー
セ
ン
ト
タ
カ
ミ
ヤ
の
露

天
風
呂

昔
の
高
見
屋
の
様
子

▲


