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日本橋茅場町 で造られた 日本最初の ビー ル
“

幸民麦酒
”

小西 酒造株式会社　辻 巌

川本幸民 につ いて

　日本で 初め て ビー
ル を醸造 したの は，日本化学の祖 と

言 われる蘭学者川本幸民で ある．歴史上，川本幸民はあ

まり耳に しない 名前だ と思われ る が，ビール の 他に も

マ ッ チ や銀板写真機 電信機などを日本で 初め て作 り，
　 　 　 　 き い 　 み

それ まで 「舎密学」と呼ば れ て い た学問を「化学」とい

う言葉で紹介 した り，さらには 「蛋白質」 とい っ た科学

用語を初め て使 っ た人物で もある，

　川本幸民は，摂津三 田藩 （現在 の 兵庫県三 田市〉に生

まれ，幼い こ ろか ら頭脳明晰で，努力とチ ャ レ ン ジを惜

しまな い 性格であ っ た．19歳 の 時，二 田藩主九鬼隆国

の 命で 江戸に 遊学 しt 坪井塾同期生 の緒方洪庵 と共に時

代をリ
ードする蘭学者へ と成長する．当時最先端で あっ

た西洋の 書物 を翻訳し，知識として理解する だけで なく，

実際 に実験を行い 実証 して い た，他 にも，島津藩主島津

斉彬に認め られ蒸気船，気球 の 研究も口本で初めて行 っ

た人物である，
　 　 　 　 　 　 　 ぱ ん し SL らべし，
　後 には幕府の 蕃書調所 （東京大学 の 前身）の 教授もし

て い た．それほどの 人物なの だが，生前三度もの大火に

あ い ，また幸民 の 没後 親族が東京大 学に寄贈 した書籍

や記録は，関東大震災に よっ て焼失し，彼の 業績を残す

資料は わずかしか残っ て い ない ．その ため歴史上か ら忘

れ去 られ た 人物と なっ て しまっ た．

　幸民 の 偉大な業績を記 した数少ない 資料 の
一つ が 「化

　 　 　 　 　 　 　 　 ニ　ンみ ん l5 く し ひ
学新書」である，幸民麦酒は，こ の 貴重な文献をもとに

研究を進め ，で きる限 り忠実に 再現 した．

　 口本で 最初に ビール を醸造 した の は，オラ ン ダ商館長

ドゥ
ー

フ であ るとい うご意見の 方もお られる と思われる

の で ，ドゥ
ー

フ に つ い て 触れ て お く．ドゥ
ー

フ が オ ラ ン

ダ商館長 で あ っ た 1807年，ビー
ル らしき物 を造 っ て い

る．そ の こ とは ドゥ
ー

フ 日本回想録に収め られ て お り，

そ の 記録に よ る と「シ ョ メール とバ イ ス の家庭百科辞書

に よ り，私は 自っ ぽ い ハ ール レ ム の 自ビー
ル ，モ ル の 味

の す る液体を得る とこ ろまで 行 っ たが，こ れ を手分醗酵

させ る こ とは で きな か っ た の で ，三 ．四 日 しか保た なか っ

た ．私 は 又，苫味を加え る ホ ッ プ を持た なか っ た の で ，

こ れ をこ れ以上長 く保存で きなか っ た 」 とある，この 記

述か ら察す るに，「モ ル の 味 の する液体」つ ま り麦汁を

川本幸民 （国書刊行会蔵）

造る こ とは で きた ようだ が，「十分醗酵させ る こ とは で

きなか っ た の で，三，四 日しか保たなか っ た」こ の こ と

か ら酵母が働 い たか否か疑わしい と こ ろ で ある．恐 らく

酸敗 した の で は ない だ ろ うか．

　つ まり麦汁の 甘酒風の もの はで きた とい うこ とと推察

する，また，横浜で ビー
ル が造られたの は 1869年の こ と

で幸民の ビー
ル 醸造から 16年後の こ とだ．こ の こ とか ら

1．i本で最初の ビー
ル を造 っ た の は，川本幸民で あると言

え る，

日本最初の ビール醸造

　川本幸民 の ひ孫で ある川本裕司氏によると，幸民は，

1853年ペ リ
ー

が浦賀に来航 した際，英語の 通訳 と して

黒船に乗 り込み，艦上 で ビー
ル を振 る舞われた こ と で

ビール の味に魅せ られ ， 自宅にかまどを作 っ て ビー
ル を

醸造 したそ うである．しか も，蒸気船な ど西洋 の 進んだ

技術 に恐れ慄 き意気消沈して い た当時の 日本入に，自分

たち日本入 にも同 じもの が造れる こ と を証明 して みせ る

ため，あえて西洋技術に挑戦 した．また幸民の造っ た ビー

ル は T 当時川本家の 菩提寺で あ っ た浅草の 曹源寺で幕末

の 志 ．f：や蘭学者を集めた試飲会で 振 る舞われた とJI）本家

に伝わ っ てい る，

復元 の経緯

2010年は 川本幸民生誕200年にあた り，兵庫県三 田市

連絡先　E−mai 　l：i−tゆ＠konishi．jp　 http：11wwwshiraン
・uki ．cojp1
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か ら幸民 が造 っ た ビール の 復元依頼があ っ た．そ こ で，

生誕 200年記念行事の
一環として の 幸民麦酒復元を，弊

社がお受けす る こ と にな っ た．幸民が ドイ ッ の 農芸化学

書 『化学 の 学校 （Schule　der　Chemie）』の オラン ダ語版

を和訳 した 「化学新書」をもとに
“
幕末の ビール復刻版

幸民麦酒
”

として復元 した．「化学の 学校」にはビー
ル 醸

造の こ とが詳しく書かれ て お り，幸民は こ の本をもとに

ビール を造っ たと考えられるため，「化学新書」の記述 を

できる限り忠実に再現する と同時に，当時入手可能だ っ

た原料や道具を各種史料か ら調べ ，復元を進めた．

化学新書抜粋

こ とがわかる．この後 冷凍機が開発されて世界の ビール

は，下面発酵の ピ ルス ナ
ー

へ と移行する こととなる．

　また，化学新書とそ の 原本 オラ ン ダ語版 『化学 の 学校』

には正確な酵母の 挿絵が描かれてい る．酵母 と発酵の 関係

を明確にした の はパ ス ツ
ール で あり，1870年代に入 っ て

か らの こ とで ある，20年以上前に書かれたオ ラ ン ダ語版

『化学の学校』には，gist（ギ ス ト）と説明され て い る．

つ まりイース トで ある．幸民はギス トを化学新書の中で

「醗酷」と訳 し．酵母を認識 して い た．こ れ を加 える こ

とで発酵が進む こ とを理解して い た こ とは驚 くべ き事実

であり，その ような数少ない 囗本人の うちの
一

人であっ

たと思われる．

　「細磨セ ル 麥芽一銖 二 ，冷水三 銖 ト，沸湯四銖 ヲ 和 ス

ル者ヲ注キ，
一二 時温處二 置キ，摂氏六十五度ヨ リ七十

度ノ温 ヲ得セシム レハ ，其液甘味ヲ 生 シ，垣屈私多里捏

（デキ ス ト リ ン） ト糖ヲ含ミ，且 又麦芽 ヨ リ分カ レ タ ル

植膠分 （タ ンパ ク質分）．コ コ ニ 溶觧ス，此液ヲ酷 （モ

ス ト） ト名 ツ ク．布片 ヲ 以テ コ レ ヲ 濾シ，
一

二時 コ レ ヲ

煮テ，清澄透明ナ ル ニ 至 リ，放冷シテ 三十度 トナ ル ニ 至

リ，醗酷 （ギ ス ト）一茶匙 ヲ加 フ レ ハ ，速 二 泡醸 シ，
一二 日後 復清澄 ス ，此清澄ナ ル 泡醸液ハ ，即麥酒ナ リ．

　此法ヲ以 テ製ス ル者ハ ，苦 カ ラス ，所謂 白麥酒ナ リ，

此液煮ユ ル 際二 ，忽布 （忽布草ノ子被）少許ヲ加フ レへ

香窒苦味分 （律彪里涅リ ュ ピュ リネ）溶解シ，麦酒 ノ 気

ヲ烈クシ，味ヲ美ニ ス ル ノ ミナラス ，久キ ヲ経テ，損敗

ス ル無カ ラ シ ム．」

　 （訳文）

　「細かく砕い た麦芽 1に対 して，冷水 3と沸騰水 4 をま

ぜ て，1〜2時間温か い 所に置 き，65〜70度の 温度 に

保て ば，その 液は 甘味が出て ，デキ ス トリ ン と糖を含む．

さらに麦芽か ら出た タ ン パ ク質が溶け出す．こ の 液体を

モ ス トと呼ぶ ．布で こ れを ろ過 して，1〜2時 間煮沸す

ると清澄透明になる．冷却して 30度にして，ギス ト （酵

母）を
一

茶さ じ加 えると直ちに発酵 し，1〜2 日後また

清澄する．この清澄な液が ビール である．

　 こ の 方法で造 っ た もの は．苦 くない 白ビール となる．

こ の 液を煮沸する際に ホ ッ プを少々加えれば ル プリ ン

が溶解 して ビール の 気が はげし くな り，美味に な る だけ

でな く，時間が経 っ て も腐敗しない ．」

　上記 の 記述 に忠実に糖化を行い ，ろ過 工程にお い て も

フ ィ ル ター
な ど は用 い ず，布片 で 濾 して 麦汁を圓収 した．

発酵温度 30°C である こ とか ら上面発酵ビール，つ まりエ ー

ル で あ っ たことが分かる．驚くこ とに，化学新書に よるビー

ル 醸造法は，現在 の エ
ー

ル ビー
ル 醸造法と ほ ぼ 同 じで ある

原料入手

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ボツ　プ

　化学新書の 記述に醗酷 （酵母），忽布 （忽布草ノ子被）

と書か れ て い る．一
説で は，幸民は ホ ッ プ の代わりに 口

本に 自生する野生 の ホ ッ プ （カ ラハ ナ ソ ウ）を使っ たの

で はない かと言われ て い る が，海外か ら入手 したホ ッ プ

を使っ た と思 わ れ る．なぜ か と い うと
， 明治 4年 （1871）

に北海道開拓使御雇外国人の ，ア メ リカ 人 ト
ー

マ ス ・
ア

ン チ セ ル が，北海道岩内付近で ，カ ラハ ナ ソ ウを見つ け

て，こ れを原料に ビー
ル を作 っ たが，苦味が出ない まず

い ビー
ル にな っ て しま っ た とい う記録があるか らで あ

る．第
一

に，マ ッ チ や写真機を目本で 最初に作 り上げた

努力，勤勉．チャ レ ン ジ精神に富む幸民の 性格や，第二

に，日本人に西洋人と同じビール が造れる こ とを証明し

て み せ る こ とへ の 挑戦，また第三 に，ビー
ル の 試飲会ま

で行 っ た こ とか ら考え合わせると，まずい ビー
ル を造っ

た とはとうてい 考えられない ．試飲会まで した こ とを考

える と，海外か ら原料を入手しビール を醸造して，かな

り美味しい ビー
ル が で きたの で はな い だろうか，そ の可

能性につ い て 下記に考察した．

海外の状況

　当時イ ン ドを始めアジアは西 欧諸国 の 植民地 とな り，

統治の た め 多くの西洋人が住ん で い た，肖ずとビール の

需要も多 く高価で あり、本国か ら運ばれ て くる物だけで

は需要 は追い つ かなか っ たはずである．したが っ て，原

料・を入手 して現地 で造 っ て い た 可能性が 高い ．ビール が

い つ 頃 日本に入 っ て 来たか正確に は不明だが，1724年

杉田玄白と建部清庵は 「和蘭医事問答」の 中で，「麦酒給

見申し候処，殊の ほか悪 しき物 にて，名を ビ イル と申し

候」と感想を述べ て い る．幸民が ビール を造る 100年以

．ヒ前 にすで に 口本に もビール が持ち込まれ て い た こ とが
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1849年母親に宛 て た書簡に
“
茅場町の 川本幸民宅 に厄介

になる……”
と記され て い た．こ れを もとに古地図を調

べ た と こ ろ，1854年 （嘉永 7年）の 地図に幸民の 自宅

が記され て い た史料を発見 した．1853年幸民が ビール

を造っ た翌年 の 地図で ある，したが っ て，1849〜1854

乍の 問は間違い な く茅場町 に住んで い た こ とに なる．こ

の 事実は，ひ孫 の 川本裕司氏 も ご存じな く150年以上 の

謎が解けた瞬間で あ っ た，また茅場町は，当時南茅場町

と呼ばれ て お り，弊社小西酒造の 自雪江戸店が営業して

い た場所で ある．調査研究すればするほ ど新たな事実が

次 々 と見つ か り，つ い に は白雪江戸店と同じ町内で あっ

た こ とも判明し驚くばか りである，

わ か る．

　また 1794年 11月に蘭学者たちを集めて 「新元会」と称
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し　ら ノ．ど う し ん げ ん か い ず

した パ ー
テ ィが開かれ，こ の 時の 様子が「芝蘭堂新元会図」

に描かれて い る．そ の 後もこ の 酒宴は 「オラン ダ正月」と

称して蘭学者の 間で毎年の行事とな っ た．絵図にはグラ

ス や ワ イ ン，ビー
ル 瓶と思われ る ビ ン 類が数多 く描かれ

て お り，当時多くの 洋酒 （ワ イ ン，ビー
ル など）や グ ラ

ス な どが海外か ら持ちこまれて い た こ とがわか る．日本

は鎖国状態に あ っ たが，幕末の 当時は長崎を通 じて多く

の物資が流通して い た こ とも事実で ある．川本幸民は，

医者 （蘭学者）であり，薬，蘭書な どと共に麦芽やホ ッ

プ な ど を輸入す る こ と も可能で あ っ た と考えられ る．

　酵母につ い て調べ る と，海外か ら持ち込まれた ビー
ル

の 沈殿 した酵母 を幸民が使 っ た可能性はあ る．しか し，

瓶内 の 酵母が生 きて い た可能性 は非常 に低い ．当時は

ヨ
ー

ロ ッ パ か らケ
ー

プタウ ン 経由 で赤道を 2度 も通過し

ア ジ ア まで 4〜5 カ月 の 船旅 であ っ た，生 きた ビー
ル 酵

母を入手する こ とは至難の 業と言える．

　 この こ とか ら酵母に つ い て は，清酒酵母を代用した可

能性が高い ．清酒醸造は，当時酵母とい う認識はな く翫

（もと
・
酒母） とい う考え方であっ たが，先に触れた よ

うに幸民 は酵母の 知識があっ たため，翫を使っ た の で は

ない だ ろ うか．

日本橋茅場町で造られた 日本最初の ビール

　幸民は，自宅 に カマ ドを築い て ビール を造 っ た と言わ

れ て い る．幸民は，江戸で 三度火事に あ い その 度に引 っ

越 しを重ねて い るため，ビー
ル を造 っ た自宅を明確に示

す史料が少な く，ある本に は，江戸 の 露月町 （今の新橋

あた り）で あ っ た と書か れ て い る．

　今回，貴重 な史料を入手し，製造したと思 われ る 自宅

が見 つ か っ た，場 所は，囗本橋茅場町，現在の 茅場町 1

丁 目交差点付近で ある．幸民の 弟子 「村 ヒ宏五郎」が

　こ の 度，
」’
幕末の ビール 復刻版　幸民麦酒

”
と して 復元 させ

て 頂くに 当た り，竹内英昭三 出 市長様 は じ め 市 関係者 の 方 々

に 全面協力頂 い たこ とを，こ の 場をお借 りして 感謝御礼申し

上 げます．また，川 本幸民の ひ 孫，川本裕司氏ご 夫妻に は，史

料 の 拝借 ご 援助 に 対 し甫ね て 御礼申し上 げる次第です，

・シ ュ テ ッ クハ ル 1・：化学の 学校 （Schule　der　Chemie ）オ ラ

ン ダ語版，国立国会図 書館蔵
・
丿ll本幸民 ；イ匕学新書，　目本学一L院蔵

・
小澤清躬 ：蘭学者川本幸民伝 （1948）．

・川本裕司，中谷
・
正 ：川本幸民伝

一
近世 口本の 化学の 始祖，

共立 出版 （1971）．
・藤浪剛

一．・
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