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   0166-48-1931

男山 株式会社
OTOKOYAMA CO., LTD.

■創業／明治20年（１８８７）
■設立／昭和２７年（１９５２）■資本金／３，９００万円

昭和２７年12月、旭川市生まれ。昭和５１年、成蹊大学 経済学部卒業。
昭和５２年、男山㈱入社と同時に、国税庁醸造試験所出向。翌年、ホノルル酒造㈱出向。その後、和歌山県の酒蔵にも出向。

昭和６０年、男山 取締役総括室長。平成６年、男山 代表取締役社長に就任。平成２２年、四代目 山崎與吉 襲名。

山崎 與吉さん
昭和６０年４月、旭川市生まれ。平成20年３月、一橋大学 商学部卒業。
平成20年４月、丸紅㈱入社。平成２５年、男山㈱入社と同時に大分県の酒蔵に出向。平成２６年、男山 取締役に就任。
海外での展開をはじめ商品開発・宣伝に注力し、コロナ禍でも「男山 諸事情」、年に一度のおとくやま「好都合」など新商品をリリース。

山崎　五良さん
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●
四
代
目 

山
崎 
與
吉
さ
ん
に
聞
く

い
つ
の
時
代
に
も
男
山
に
は

夢
が
あ
っ
た

　

今
の
と
こ
ろ
、代
〝々
與
吉
〞を
襲
名
し
て

い
ま
す
が
、五
代
目
が
ど
う
す
る
か
は
本
人

に
任
せ
て
い
ま
す
の
で
自
由
で
す
。

　

初
代
與
吉
が
新
潟
県
か
ら
北
海
道
に
移

り
住
ん
だ
の
は
明
治
１５
年
。札
幌
の
酒
造
店

に
奉
公
し
、杜
氏
さ
ん
か
ら
下
酒
造
り
を
学

ん
だ
の
ち
、同
20
年
に
独
立
。札
幌
で「
山
崎

酒
造
」を
創
業
し
た
の
が
、私
ど
も「
男
山
」

の
は
じ
ま
り
で
す
。

　

私
の
父
は
祖
父
の
死
去
に
伴
い
２７
か
２８

歳
の
若
さ
で
事
業
を
継
承
し
ま
し
た
が
、そ

の
時
代
の
家
督
相
続
は
家
父
長
制
で
し
た

か
ら
、家
長
と
い
う
立
場
で一族
の
面
倒
を
み

な
が
ら
、岩
手
県
か
ら
杜
氏
さ
ん
が
酒
造
り

の
た
め
に
連
れ
て
く
る
３０
人
４０
人
も
の
蔵
人

さ
ん
た
ち
の
食
住
の
お
世
話
も
し
て
い
ま
し

た
。当
時
は「
ね
ぇ
や
」と
呼
ば
れ
る
若
い
女

中
さ
ん
も
家
に
は
５
〜
６
人
い
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。豪
傑
な
人
で
し
た
が
、社
員
や
杜

氏
さ
ん
、蔵
人
さ
ん
含
め
て
、全
員
家
族
の

よ
う
に
大
事
に
す
る
人
で
し
た
。

　

あ
れ
は
私
が
大
学
３
年
の
と
き
で
し
た
。

父
に「
酒
蔵
な
ど
継
ぎ
た
く
な
い
！
」と
詰

め
寄
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。す
る
と
父
は

こ
う
言
う
の
で
し
た
。

　
「
当
社（
男
山
）は
、道
内
一
優
秀
な
人
材

を
抱
え
て
い
る
ん
だ
。そ
ん
な
立
派
な
人
た

ち
が
、み
な
お
前
を
待
っ
て
い
る
。そ
れ
を
忘

れ
る
な
。」

　
ま
さ
に
そ
の
言
葉
通

り
、男
山
は
人
を
大
事

に
す
る
会
社
で
す
。も

し
そ
う
で
な
け
れ
ば
大

事
に
お
酒
を
造
る
こ
と

な
ど
で
き
ま
せ
ん
。

　

現
在
の
日
本
で
は
、

冬
の
酒
造
り
に
限
ら
ず
、

一
年
中
お
酒
を
簡
単
に

造
れ
る
ほ
ど
研
究
や
技
術
革
新
、機
械
化
が

進
ん
で
い
る
た
め
、い
と
も
簡
単
な
操
作
で
、

少
人
数
で
お
酒
を
造
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
も
若
い
頃
に
ハ
ワ
イ
の
ホ
ノ
ル
ル
酒
造
に

出
向
し
、合
理
化
を
目
撃
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、男
山
は
今
も
冬
だ
け
の
酒
造
り
に

こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。正
社
員
と
２０
人
ほ
ど

の
季
節
職
人（
蔵
人
）さ
ん
ら
と
一
緒
に
、手

間
ひ
ま
か
け
て
酒
造
り
に
励
ん
で
い
ま
す
。

か
つ
て
は
遠
く
岩
手
か
ら
迎
え
て
き
た
杜
氏

さ
ん
が「
ご
主
人
、今
季
の
造
り
は
全
て
終

わ
り
ま
し
た
。全
て
こ
の
帳
面
に
あ
る
通
り

で
す
」と
、ま
だ
雪
の
残
る
旭
川
を
去
っ
て
い

き
ま
し
た
が
、そ
の
杜
氏
の
役
割
を
担
っ
て

い
る
の
は
現
在
は
製
造
部
長
で
あ
り
、蔵
人

は
近
隣
市
町
村
の
農
家
さ
ん
ら
に
代
わ
り

ま
し
た
。こ
の
冬
も
馴
染
み
の
顔
ぶ
れ
が
蔵

人
と
し
て
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
元
気
に
や
っ
て

来
て『
今
年
も
よ
ろ
し
く
ね
！
』と
挨
拶
を

交
わ
し
、男
山
の
酒
造
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
蔵
に
関
わ
る
全
て
の
人
の
生
活

を
大
事
に
し
な
が
ら
、旭
川
、道
北
、全
道
、

全
国
、そ
し
て
海
外
で
も
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
る
よ
う
酒
造
り
に
邁
進
し
て
い
き
ま
す
。

　

思
え
ば
男
山
は
い
つ
も
夢
を
追
い
か
け
て

い
ま
し
た
。夢
を
持
っ
て
札
幌
か
ら
旭
川
に

酒
蔵
を
移
し
、江
戸
時
代
か
ら
続
く
正
統

「
男
山
」を
継
ぎ
、市
の
中
心
部
６
条
通
７

丁
目
か
ら
永
山
に
移
転
し
て
き
ま
し
た
。こ

こ
へ
来
た
昭
和
４３
年
に
社
名
を「
男
山
株
式

会
社
」と
改
称
し
た
の
で
す
が
、そ
の
頃
の

永
山
は
森
と
砂
利
道
し
か
な
い
辺
鄙
な
場

所
で
し
た
。し
か
し
こ
こ
に
欧
州
の
ワ
イ
ナ

リ
ー
の
よ
う
な
緑
に
囲
ま
れ
た
酒
蔵
と
庭
園

を
築
い
た
結
果
、駐
車
場
に
は
今
で
は
ア
ジ

ア
を
中
心
と
す
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
観
光
客

を
乗
せ
た
バ
ス
が
停
ま
り
、多
い
年
で
年
間

２０
万
人
を
迎
え
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
社
の
お
客
さ
ま
は
地
元
旭
川
を
は
じ

め
道
北
一
円
、稚
内
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
る

地
域
で
す
。も
ち
ろ
ん
地
域
を
大
事
に
し
な

が
ら
も
、で
き
れ
ば
少
な
く
と
も
全
道
民
に

男
山
の
酒
を
知
っ
て
も
ら
う
に
は
、や
は
り

札
幌
進
出
が
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、

一
時
は
本
社
機
能
を
移
そ
う
と
計
画
し
た

歴
史
が
あ
り
ま
す
。と
こ
ろ
が
札
幌
で
は
、

道
産
酒
よ
り
も
本
州
の
大
手
メ
ー
カ
ー
の

清
酒
が
す
で
に
拡
販
さ
れ
、意
識
は
東
京
を

向
い
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で「
札
幌
が
ダ
メ
な

ら
東
京
が
あ
る
さ
」と
首
都
圏
へ
の
進
出
を

考
え
ま
し
た
が「
北
海
道
の
酒
？
米
も
美
味

し
く
な
い
の
に
」と
相
手
に
し
て
も
ら
え
ま

せ
ん
。し
か
し
へ
こ
た
れ
ず「
東
京
が
ダ
メ
な

ら
ア
メ
リ
カ
の
ニュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ロ
ス
、ロ
ン
ド

ン
、パ
リ
が
あ
る
さ
」と
海
外
進
出
を
目
指

し
、コ
ン
ク
ー
ル
で
金
賞
を
受
賞
し
、外
国
の

日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
でSA
K
E

の
代
名
詞
に

「O
TO
KO
YAM

A

」「M
ensM

ountain

」

と
呼
ば
れ
る
と
、酒
文
化
が
日
本
に
逆
輸
入

さ
れ
、東
京
、大
阪
、札
幌
と
全
国
で
広
く

愛
飲
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

世
界
を
夢
見
た
男
山
に
は
い
い
酒
を
造
っ

て
い
る
自
信
と
、正
統
男
山
を
名
乗
る
プ
ラ

イ
ド
が
あ
り
、そ
れ
は
今
も
生
き
て
い
ま
す
。

●
五
代
目 

山
崎 

五
良
さ
ん
に
聞
く

い
つ
ま
で
も
男
山
は
挑
戦
と

感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い

　

江
戸
時
代
の
徳
川
将
軍
家
か
ら
御
膳
酒

の
指
定
を
受
け
、元
服
の
祝
儀
に
も
用
い
ら

れ
た「
木
綿
屋
男
山
」の
３
０
０
年
の
伝
統

を
商
標
と
と
も
に
継
承
し
て
い
ま
す
が
、北

海
道
で
も
そ
の
半
分
に
近
い
１
３
４
年
の
歴

史
を
有
す
る
、市
内
で
最
も
古
い
企
業
と
な

り
ま
し
た
。今
日
ま
で
存
続
し
て
こ
ら
れ
た

の
は
、た
だ
伝
統
や
歴
史
に
胡
座
を
か
く
こ

と
な
く
、常
に
未
来
を
見
据
え
た
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
思
考
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
２５
年
に
旭
川
に
戻
り
男
山
に
入
社

し
ま
し
た
が
、こ
こ
５
〜
６
年
で
か
な
り
の

数
の
銘
柄
を
廃
止
し
、商
品
整
理
を
行
い
ま

し
た
。そ
の
中
に
は
古
く
か
ら
あ
る
名
酒
の

「
特
別
純
米
酒
哥
麿
乃
名
取
酒
」や
父
の

時
代
に
名
を
馳
せ
た
食
中
酒
の
傑
作「
特

別
純
米
酒
雪
し
ば
れ
」な
ど
も
含
ま
れ
ま

す
。重
要
な
こ
と
は
私
た
ち
が
造
り
た
い
お

酒
で
は
な
く
、消
費
者
が
求
め
て
い
る
お
酒

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
方
、甘
口
の「
復
古
酒
純
米
原
酒
」や
酸

味
の
強
い「
御
免
酒
」な
ど
、決
し
て
売
れ
筋

で
は
な
い
け
れ
ど
、男
山
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て

確
か
な
個
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
き
ち
ん

と
残
し
、時
代
に
合
っ
た
ラ
ベ
ル
デ
ザ
イ
ン

（
レ
ッ
テ
ル
）か
ど
う
か
も
吟
味
し
直
し
ま
す
。

　

昨
今
で
は
、コ
ロ
ナ
禍
で
行
き
場
所
を
な

く
し
た
お
酒
に
も
う
一
度
命
を
吹
き
込
む
べ

く
愛
情
と
真
心
、そ
し
て
ち
ょっ
ぴ
り
遊
び

心
を
加
え
、過
去
に
囚
わ
れ
ず
に
挑
戦
し
た

結
果
、わ
け
あ
り
の
お
酒「
諸
事
情
」「
好
都

合
」で
、新
た
な
フ
ァ
ン
層
を
獲
得
し
ま
し
た
。

　

男
山
に
は
、無
料
試
飲（
有
料
も
あ
り
）が

で
き
る
直
売
所
と
日
本
酒
の
歴
史
を
紹
介

す
る「
男
山
酒
造
り
資
料
館
」を
持
つ
強
み

も
あ
り
ま
す
。こ
れ
が
海
外
へ
売
り
込
む
際

の
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。入
館
料

が
無
料
な
こ
と
も
あ
り
、多
く
の
外
国
人
観

光
客
が
訪
れ
、試
飲
に
よ
っ
て
商
品
名
を
覚

え
て
も
ら
う
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
た
り
。こ

ち
ら
も
お
国
柄
や
国
毎
の
お
酒
の
好
み
が
分

か
り
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、こ
こ
は
市
民
へ
の
感
謝
を
い
つ
ま
で

も
忘
れ
な
い
、初
心
に
帰
る
場
所
で
も
あ
り

ま
す
。直
売
所
に
は
家
族
で
来
ら
れ
る
場
合

も
多
く
、普
段
日
本
酒
を
飲
ま
な
い
息
子
さ

ん
に
父
親
が「
せ
っ
か
く
だ
か
ら
お
前
も
飲

ん
で
ご
ら
ん
」と
薦
め「
あ
、美
味
し
い
」

「
そ
う
だ
ろ
う
」と
嬉
し
そ
う
に
や
り
と
り

を
し
て
い
る
光
景
を
見
る
た
び
に
酒
蔵
と
し

て
の
幸
せ
を
感
じ
ま
す
。毎
年
２
月
に
行
わ

れ
る「
酒
蔵
開
放
」は
わ
ず
か一日
５
時
間
の

イ
ベ
ン
ト
で
す
が
、１
万
人
弱
の
人
が
集
ま

り
、子
ど
も
を
連
れ
た
ご
夫
婦
の
旦
那
さ
ん

が「
オ
レ
も
小
さ
な
頃
オ
ヤ
ジ
に
連
れ
て
こ

ら
れ
て
さ
」と
家
族
で
振
る
舞
い
酒
や
甘
酒

を
楽
し
そ
う
に
召
し
上
が
る
姿
を
見
る
と
、

男
山
が
親
か
ら
子
へ
、子
か
ら
孫
へ
引
き
継

が
れ
て
い
る
こ
と
に
、涙
が
溢
れ
そ
う
な
ほ

ど
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

男
山 

株
式
会
社

北
の
大
地
が
造
る
酒
に
は
、

夢
と
挑
戦
と
感
謝
の
気
持
ち
が
詰
め
ら
れ
て
い
る
。

旭
川
市

山
崎 

與
吉
さ
ん

山
崎 

五
良
さ
ん

67

北海道旭川の気候風土と大雪山の伏流水で醸す、銘酒「男山」。
昭和５２年、日本酒としては世界初となるモンドセレクション金賞
を受賞。以来４７年にわたり受賞を継続しており、国内外の酒類コ
ンクール・全国新酒鑑評会において数多くの金賞を受賞している。

誠実さが滲み出る、山崎 與吉さん（四代目）決断力とアイデアが光る、山崎 五良さん（五代目）

代
表
取
締
役
社
長
（
四
代
目
）

取
締
役
（
五
代
目
）

中央が初代 山崎 與吉 氏（大正末期）
旭川には１６社もの酒蔵があった

ＴＶアニメ『リコリス・リコイル』に登場した日本酒『北海道 泥酔』を再現

工場はガラス張りで、冬期は蔵人が行う酒造りを見学することができる

お宝満載の男山酒造り資料館

コイン式の無料試飲コーナー料理を引き立てる普通酒（男山上撰）

旭川市６条通７丁目の旧山崎酒造

永山へ移転する前までの工場群

HP

STVラジオ
北海道100年物語
～男山 山崎與吉～歴史に関する参考資料：旭川市、旭川酒飯協同組合

北の「灘」旭川  戦前・戦後の鉄筋蔵 高砂酒造と男山株式会社（醸界通信社）

三
代
目

二
代
目

現在でも男山の売上シェアの２０％弱は、アメリカなど海外輸出によるものです。

従来の既成概念にと
らわれずに失敗を恐
れず新しいことにチ
ャレンジする五代目。
お寿司専用酒「つま
みつつ」や精米歩合
80%のお酒、仕込み
水で造ったクラフトビ
ールなども手掛けて
いる。

よ
き
ち

ご
ろ
う


