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The com皿erCialmushroom，Psalliota bispora，is cultivated oncompostedrice－StraWin this  

COu皿try．  

Althougha number ofinvestigators haveexamined thestimu］atoryorinhibitory effect of  

Variousnutritions，there has been no c）ear deiinition of the nutritionalrequlrementS Of PsaAi－  

0ねbispora．  

Thepurpose of this work was toinvestigate the nutritionalrequirements of P．bispora  

With a chemica11y defined medium for the mushroo皿Cultivation．  

Metbods  

The mediu皿（tablel）was deliveredinJ10miquantitiesinto300mlErlenmeyerfhsks  

andsteri1izedby autoclavhg for15min．at121C．  

hocuh wefe pfepared by homogenizing myceliu皿harvested from a20－day－Old culture of  

P．bispora for30seC．in a homogenizer．  

The suspension was diluted with sterilized and distilled water so that eachl．O mlcont－  

ained3tO5mg（drywt）of fungustisstle，atldl．O m】wasadded asinoculumtoeachflask  

OLmedium．   

Inoculatedflasks wereincubated for20daysat25C withoutagitation．  

Theio1lowlng reSults were obtained：   

1）P，bispora wasunable to developin a glucose－mineralsalts皿ediumblltthefungus  

did gTOW When the mediumWaS SuPPlementedwithyeast extract．  

2）Thiaminewasthe growth－PrOmOting substanceina glucose・mineralsalts mediu皿．  

3）Peptoneas nitrogen source was moreeffective to皿aXi皿a】growth．  

4）G】ucose was the most suitable carbon sourcein severalcarbohydrates，and optimal  

glucoseconcentration was approximately3per Cent．  

5）Theinitia）pH was optimalat either the neutralor the weakly acidic side，this  

fungusWaS reSistant to acid and fragile to alkali．  

緒  

マッシュルーム菌糸は特別に領整されたコンポストに長く生育し，覆土後項当な管理を行えば子  

実体の形成を見るに至る．しかしこの生化学的な線構は未だ完全にほ究明されていない．またその  

－ 1 －   



基礎的な報告l）2）も比較的に少ないのでこの点を明らかにするため実験を試みた．特に最近液内培  

養の研究と相侯ってマッシュルーム菌糸の食品への利用が注目されるようになり、その生化学が廉  

く取り上げられてきた3ト9）．我々ほマッシュルーム栽培に資する目的でマッシュルーム菌糸の栄孝  

要率について液体静罠表面培蕃法によって2，3の実験を試尋たのでここに報告する．  

実 験 方 法   

1．供試薗および接種   

当研究室に分離保存せるP．bis壬iora寒天培地よりyeastextTaCtliquidmediaに約20日間25Cに   

て前培暮し冷所に保存せるものを，使用に当っては歯蓋を無菌水にて3回よく洗厳してBlender   

で30s∝，高速処理し無菌水に懸濁したものをIml／lflaskを接種する．   

（dry wt．of myceliu皿3－5mg／lml）   

2．培地および増蕃条件   

培地粗或ほTablelの如くで40mlを300mlの三角フラスコに分注121C15分加圧殺菌し種菌接   

琶後25Cにて静置培暮する．  

3．菌糸の生育と測定   

各フラスコの歯薫は100m】以上の務潜水にて洗蘇，乾燥炉舐で脱水，105C18時間喪燥恒量とな   

し秤量する．各値ほ3標晶の平均値で表示する、  

TabIel Basalmedium．童  

glucose 80g （NE‘）ヒSO．1」．57g XE竺PO．－  3．4g  
htgSO．．イ恥01g CaClゴ 0．5g FeSOヰ・7土ⅠヒO 10mg  
milleralsolutionlml（（NHl）．＝Mo了0ご了 0．3mg  

Ct］SO▲l・5Hゴ0 0．1mg MnClゴ 0．3mg ZnClゴ 0．3mg／1L）  

卒SoIvedin distilユed water tolOOOml．  

実験お よ び結果  

Ⅰ，菌糸の発育状態   

glucose・mineralsalts mediumでほ全く菌糸の生育は見られなかった．   

この基本培地に yeastext．autolysedyeast，maltext．potato ext．wheatext．をb．3％添加し   

た結果菌糸の発育ほ促進され，その有効性はyeasteXt・≧malt eEt・＞autolysed yeast＞potatO   

ext．＞wheat ext．の順序でyeaSteXt．を添加した場合に最も有効であった．   

このことより P．bisporaほ gluco3emineraJsalts mcdiumのちでほ生育できないが，これに   

yeastext．中に含まれるある物質が生長に関与すると推察された．   

Ⅲ マッi′ユルーム菌糸の生育に及ぼす物質および条件一  

1．Vitamin二ねよびmineralとの関係   

yeastext．串にほvitaminやrnineralを多竃に含有することに産みTable2の割合でVitamin  

を添軋他にyeasteXt・3gを電気炉中で450Cにて2日間阿ヒ100mlに溶解し使馴こ当っては  

1m］／40mlを用い，また特に必要と思われるZnほZnC12 として200γ％用いた．  
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Table2 Medium supplements．  数穫のVi申minを単独またほ合せglucose・  

minera】盟1tsに添加したときのマッシュルーム  

菌糸の生育ほTab！e3の如ぐでありVitaminと  

してほt鱒mineが有効であり，さらに無乾物  

質も必要な成分であることがうかがえる．しか  

し也iamineと無最物質を同時た使用したもの  

もyeast ext．に比較して生育は良くなかった．  

なお窒素源としてほpeptone（0．2％）を用いた  

ときのthjamineの濃度と生育の関係ほTabJe4  

の如くで5γ％のとき、に最も良好であった．   

なぉthiamineを添加しない場合にもpeptone  

を窒素源とすると菌糸の生育は見られたが，菌  

糸ほ濃い褐色を呈し正常な発育でほないことよ  

り1血iamheほ菌糸の正常な発育のためにほ必  

須めvitaminであることが推察された．  

軍．窒素源との関係  

上記の如く P．bispora ほthiamineの他  

Peptoneを少量添加すると生育が著るしく促進  

された．それ故窒素源としてある種のものを必  

要とすると考えられるので基本培地の窒素源を  

無根革の場合には各窒素100mg動こなるように  

置き換えて．またtyrosin等溶解度の小さいも  

のほ通電添加した，窒素源と牲育の関係ほ  

Tab】e5 に示す．   

Peptoneを窒素源として用いたときにほ最高  

の生育が見られたが，他の窒素源でほかなり低  

い値を得たiこすぎなかったので比較的良好と思  

われる上拉6者にさらに蛋白源としてCa5虐in  

を加えた各濃度における菌糸生育の状態を  

Vitamins  CoIICn（a皿t／馳叫  

Biotill  

Nicotinic acid 

p－Aminobenzoic acid  

Pyridoxbe－HCI  

Ca－pantOthenate  

Thiamine．HCl   
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Table3InfJuence of various medium supplements  

On grOWt】lOf P．bispora．  

血yヽ吠．ofmyqelitlm  
m由／血mI   

Medil皿Supplements  

yeast extract  

asb of yeast ext．  

thiamine十ZnCl3  

thiamiJ）e＋ash of yeast ext．  

tbiambe   

biotin  

†摘ambe十biotill  

也iamiムe十pyridoxime  

t】滋amine＋nicotidic皐Cid  

thiamime＋p・aminob8nZOic  
acid 

tbiamine÷phanto亡hellate   

nO皿e  

315  
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Table4111flue11Ce Of tbiamine ollgrOWth of  

P．もisp（jra．  

dry wt．myceliumIn訂r40ml  也iamine（γ％）  

258．3   

281．5  

29亭．3   

806．4  

389．0  

ヨ56．1  

320．6  

■207．9  

0
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Tab】e 6に示すgtyc∝0】1以外の窒素濠を相い  

たときにほ生育と哉度の関係ほ0．8～0こ1％の間で比例関係を示し酒石酸アンモンを別とすれは  

Protein＞aminoaeid＞ammoniumsalt＞nitrate の慣序でマッシュルーム菌糸の生育に適しており  

従来の蛋白態窒素が菌糸生育に最適の窒素源であろうという考えと一致した．  
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Table5 Growthin culture media containizlg One Of  
Various nitrogen compounds as N－SOufCe  

3．炭素源との関係   

mushroom（P．bispora）ほ稲  

ワヲを基本とする Compostに生  

育し主たる炭素粛として帯ワラに  

俵存しているが稲ワラの堆積中に  

生ずる炭素源として可能性のある  

と思われる数種の糖と生育の関係  

ほTable7に示す如くglucoseが  

最も適当な炭素源であった．さら  

にFosterlO）によれば菌類ほOSm－  

Otic effects またはSpeCific enz－  

yme effects によって適当な繚濃  

度のときに最も良く生育し糠消費  

を行なうことを述べている．   

Hu皿土eld＆Sugihara3）8）Block  

4）等比培地の糖濃度を5％gluco詑  

として用いたが，Ahmad M．  

MotlStfall）ほA．ca皿peStris の通  

気および振淫培養において糖濃度  

と菌糸生育の関係ほ2％glucose  

のときに最高の菌糸生育を見てい  

る一   

窒素源としてPeptone o．2％を  

添加したときのglucoseの濃度と  

生育の関係ほTab】e8に示す如く  

3％ gl11COSeを最高にして5％  

glucose程度まで菌糸の良好な  

生育を示した．  

N・SOurCe  l志筑tdry篭  growOl事  

Yeast ext．   

peptone  

皿Onium ta一也rate  

glycocoll  

（NHヰ）3SO．1  

Ca（NO3）3・4HごO  

NH4ⅣOR  

aI皿Onium oxalate  

KNO詫  

NaNO‥l  

β・alanine  

皿0皿iu工n dtrate  

tyrosin  

L・aSpartic acid  

aⅡⅡnO皿iu血b即ZOTlate  

NaNOコ  

L・glutamic acid  

aIM山umInOlybdate   

100   

99   

35   

17  

6  
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508   

722   

607   

a30   

893   

100  

949   

907   

493   

546   

1471  

＊Reported asper Cent Ofthat obtained on mediumCOntai血g   
yeaste幻ract（851mg dry wtノ40mり・   

Table6Influence of some nitrogen compounds as N・SOurCe  
anditconcentration ongrowthof P・bispora・  

drywt．ofmyceliu皿mg／dOml  
N・SOulCe   

0．8％i o．5％ 蓼 0．3％l O．1％  

peptone   

CaSeln  

glycoco11  

騨苫ヰ）望SOヰ  

Ca（NO3）望・▲1HごO  

aⅡ皿Onium tartrate  
nOIle  

Table7 hfluence of scme carbon・SOurCe OngrOWth ofP．  
bispora．  

dry wt・Of myceliu皿mg／40mI  
C・SOurCe  

3％  】   l％  

glucose  

cellulose 

starch  

Xylose  

lignh（dαStrOW）  

1igdn（WOOd）  

311．3  

129．6   

39．8  

（383．1）＊  

129．0  

66．4  

79．2  

0  

＊ThemyceLum divided perfectly from cellulose wasimpossible．  
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4．bi申Ip託との関係   

基本培地のpHを硫酸（または  

苛性ソーダ）でそれぞれ変化せし  

めて培養を行なった結果Table9  

に示すごとく徴酸性（pH6．5附  

近）において生育が最もよく酸性  

側では比較的耐性であるが，アル  

カリ性に対してほ弱くpH7．5以上  

では完全に生育は阻害される．   

biti山pHの影響を経時的に比  

較するとTablelOの如くになり  

徽酸性の場合にほ培養初期から生  

育がより長好であることが解る．  

5．生育に伴なう消量糖量との関   

係   

菌糸の生育中培地中における塘  

消費状蓉ほFig．1の如くで菌体ほ  

20日で最高に達し糖ほ13日日まで  

急速に減少し以後漸減し50日で完  

全に消費されるpⅡは菌体生育後  

再び減少しdO日を最低として菌体  

の自己消化が進むと共に上昇をた  

どっている20日以後の糖の減少ほ  

菌体生育以外に消費されたもので  

ある．  

Table8 hLluenceofcomcentrationofglllCOSeOngrOWth  

Of P．もispora．  

Table9Inf）uenceofinitialpHon growthofP．bispora．  

TablelO hfluenceoftwodifferentinitialpHongrowthof  
P．bispora．  

－ 5 －   



弼
 
 
m
 
l
。
。
 
、
言
ミ
ぎ
男
コ
吉
h
モ
ぢ
ご
三
雲
三
島
 
 

楓
。
鵡
。
書
均
一
雲
p
霊
○
匹
 
 

0
 
 

ュ
 
 

℡1md（由y邑】10  20  さ8   40   50   6Q  

● gmVtb  －81ne8凸○  ▲p竃  

Fig・lAssi虚Iation ofglucose during gfOWth of P．bispora．  
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