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日本におけるオオキイロイグチ (Buchwaldoboletus

sphaerocephalus)の発生と分布＊

名部光男＊＊• 長澤栄史

The occurrence and distribution of Buchwaldoboletus 

sphaerocepha/us in Japan 

Mitsuo NAsE** and Eiji NAGASAWA 

Abstract 

Documented records of Buchwaldoboletus sphaerocephalus from Japan are presented 

based on collections made in 7 different localities in mainland Honshu and Shikoku. In 

Japan, it has been found on dead trunks, stumps, and roots of Pinus densijlora and P. 

thunbergii, and fruits from summer to fall (July to October). Morphologically and 

ecologically distinctive features of this species are also well represented in the Japanese 

populations, namely: the lignicolous habit (on pine wood); the basidiocarps entirely colored 

lemon yellow to yellow at least when young ; the context and tubes slightly changing to blue 

when injured ; and the relatively small fusiform-elliptical basidiospores measuring 5-8 x 3-4 

μm. The Japanese populations appear to be more closely related to the European 

populations than the North American populations because the taste is mildly acidulous but 

not bitter, and the pileus color does not fade or become pallid over time. A Japanese 

description, color images of the basidiocarps, and line drawings of microstructures are 

provided for these Japanese collecrtions as well as a map showing known localities of the 

species in Japan. 

Key words: biogeography, boletes, Iignicolous fungi, Pinus, Pulveroboletus. 

ザイモクイグチ属 BuchwaldoboletusPilat (Pilat, 

1969) はBoletuslignicola Kallenb. を基準種として

創設された担子菌門イグチ目イグチ科の 1属で

(Kirk et al., 2008) , I)子実体を材や木屑上に形成

する腐生的な生態をもつこと， 2)子実体は被膜

を欠き、傘や柄は全体的に黄色あるいは褐色（帯

褐橙色～明褐色あるいは赤褐色）を帯びること，

3)管孔は短く，少なくとも幼時において柄に垂
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Contribution No. 406 of the Tottori Mycological Institute, 211 Kokoge, Tottori 689-1125, Japan. 
.. 〒651-2226 神戸市西区桜が丘中町 2-2-1.2-2-1, Sakuragaoka-nakamachi, Nishi-ku, Kobe, Hyogo 651-2226, Japan. 

16 



日本におけるオオキイロ イグチ (Buchwaldoboletussphaerocephalus)の発生

(.e l゜
゜

:` 

冒
璽

＇直
I ~ -- 2

 
Figs. 1 and 2. Basidiocarps of Buchwaldoboletus sphaerocephalus. TMI-24586. Fig. I. TMI-24586 in 

a young stage on Pinus densiflora trunk. Photo by M. Nabe, 15 July 2001. Fig. 2. TMI-24586 in a mature 
stage. Photo by M. Nabe, 17 July 2001. 

生し，初め黄色のち緑色～オ リープ色を帯びる こ

と， 5)肉お よび管孔は傷時通常弱い青変性をも

つこと， 6)柄基部の菌糸体は黄色である こと，7)

胞子は楕円形～卵形で， 小形 （通常長さは 9μm

以下）である こと， 8)菌糸はク ランプを欠くこ

となどを主要な特徴とする (Watling,2008; Ortiz 

and Both, 2011). 本属は， イグチ科 （広義）の分

類体系として従来世界的に広 く採用されてきた

Singer (1975, 1986)の体系においてキイロイグ

チ属 Pu/verobo/etusMurrillの異名として取り扱わ

れたため （甚準種 B.lignicolaは Plignicoloa 

(Kallenb.) Pilatとして 同属の Sulphurei節に置か
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れた），比較的最近まで独立した属とは認められ

て来なかったしかし，近年の DNA塩基配列デー

タの解析に基づく分子系統学的研究によって，

Singerの属概念に基づくキイロイグチ属は系統的

に異質な菌群を含むことが次第に明らかになり，

ザイモクイグチ属は分子系統学的にも独立した属

として認められるようになってきている (Nuhn

et al., 2013; Wu et al., 2014; Wu et al., 2016). 

著者の一人名部は 2001年の 7月-8月，神戸

市内において，切り倒された太いアカマツの幹上

に中型で全体が黄色のイグチ類の 1種 (Figs.1-3) 

が塊状に発生しているのを認めたが，同菌はその

色の他に，傘の肉が著しく厚いのに対して管孔が

短い点、傷時における肉および管孔の青変性が

弱い点などで特徴的であったこの時採集され

た標本は直ぐに新鮮な状態で長澤のもとに送ら

れ，形態的特徴の観察および文献調査の結果，

北アメリカにおいて Boletussphaerocephalus Baria 

(Smith and Thiers, 1971 : Both, 1993; Bessette et al., 

2000) の学名で，また， ヨーロッパではしばし

ば Pulveroboletushemichrysus (Berk. & M. A. 

Curtis) Singer (Singer, 1967)あるいは Buchwaldob.

hemichrysus (Berk. & M. A. Curtis) Pilat (Dermek, 

1979; Basezzi and Bottaro, 1999)の学名で知られて

いた種即ち Buchwaldob.sphaerocephalus (Baria) 

Watling & T. H. Liと同定された同種の発生は神

戸市内の観察地では翌年の 8月にも前年と同じ倒

木上で観察されたが， 2003年以降は認められな

かった．筆者らはその後，同種が兵庫県をはじめ，

京都府，三重県愛知県，新潟県，および四固の

愛媛県などにおいて，やはりマツ類（アカマツお

よびクロマツ）の材上に発生するのを確認してい

る． 日本における Buchbaldob.sphaerocephalusの

発生は， 2010年に愛媛県で行われた日本菌学会

菌類観察会の採集標本目録（細矢ら 2011) およ

び同観察会の標本に基づく小林 (2011) の報告に

よって既に公表されているが， 日本産標本の形態

的特徴，同種の国内における分布および生態につ

いては未だ十分に知られていないのでここに報告

する．

記載中の色はマンセル値 (GE企画センター企

画編集部 1990) によった．調査標本は（一財）

日本きのこセンター菌草研究所 (TM!), 国立科
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学博物館 (TNS) および筆者の一人，名部光男の

個人標本庫 (HN) に保存されている．

Buchwaldoboletus sphaerocephalus (Baria) 

Watling & T. H. Li, Edinb. J. Bot. 61: 46. 2004. 

= Boletus sphaerocephalus Baria, Champ. Prov. 
Nice Tab. 36. 1859. 

= Boletus sulphureus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 

413. 1838 [1836-1838], non Bull., Herb. Fr. (Paris) 9: 

tab. 429. 1789. 

Refer to Species Fungorum (http://www. 

speciesfungorum.org/) for other synonymy. 

Misapplied names:. Boletus hemichrysus (= Phlebopus 

hemichrysus; Pulveroboletus hemichrysus) s. Singer et 

auct. eur. plur. (non Berk and M. A. Curtis, 1853). 

傘は径 30-130mm, 最初亜球形のち餞頭形か

ら中高の平らに開く．縁は長く内に巻き膜状に少

し突出する．表面は湿時やや粘性があり，淡黄色

(6.7Y8.7/4.6, 7.3Y8.5/8.2)ないし黄色 (7.6Y8.4/13.9),

老成すると褐色 (3.6YR4.3/8.8,9.7R4.5/6.9) のし

みを生じ，ややフエルト状ないし平滑，肉は厚く

て硬くしまり，傘中央部では 20mmに達するが、

縁に向かって急激に薄くなり，傘より淡色，切断

しても変色しないか，局部的にあるいは管孔上部

において弱い青変性（灰青色～灰緑色）を示す．

虫による食害部は褐変 (3.6YR4.3/8.8,9.7R4.5/6.9) 

する．においは穏和でやや芳香があり，味は穏和

で子実体によってはわずかに甘みあるいは酸味が

ある．管孔は垂生あるいは垂下歯を有してほぽ直

生， ときに柄の周囲でやや陥入する．色は淡黄白

色～黄色(5.2Y8.8/2.2,6.3Y8.7/3.5), のち淡灰緑色，

空気に触れると青変する．孔口は多少角形で不規

則，管孔と同色あるいはときに褐色を帯びる［帯

褐黄色(1.4Y6.2/9.9)ないし帯橙褐色(2.8YR5.3/11.9)],

傷つくと速やかに青変するが， ときにほとんど青

変しない．青変した部分はのち退色してゆっくり

帯褐色となる．柄は 30-68X 10-30 mm, しばし

ば下部に向かってやや太まり．中実，傘と同色で

網目を欠き，ほぼ平滑，老成したものではしばし

ば下部において褐色 (3.6YR4.3/8.8, 9.7R4.5/6.9) 

のしみが見られる．柄の肉は幼時表面と同色、成

熟したものでは内部に向かって淡黄白色となりと
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Fig. 3. Sectioned basidiocarps of Buchwaldoboletus sphaerocephalus. TMI-37386. Note that some 

sections show slight discoloration of the tubes and the context to greenish blue. Scale bar: 20 mm. Figs. 
4-9. Microstructures of Buchwaldoboletus sphaerocepha/us. Fig. 4. Basidiospores. TMI-37386. Fig. 
5. Basidia. TMI-24586. Fig. 6. Cheilocystidia. Left five from TNS-F-80305 and the others from TMI-
37386. Fig. 7. Pleurocystidia. Right tlu・ee from TNS-F-80305 and the others from TMI-37386. Fig. 8. Part 
of the pileipellis. TMI-37386. Fig. 9. Caulocystidia. Left three from TMJ 24586 and the others from 
TNS-F-80303. Scale bars: 2 cm for fig.3; I Oμm for Figs. 4, 5 and, 9 ; 20μm for Figs. 6 and 7; 30μm for 
Fig. 8. 
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きにほぼ白色、傷時傘と同様に弱い青変性を示す

か、変色しない（特に幼時）．

担子胞子は (4.5-)5-8 X 3-4μm (測定数 100,

長さ／幅平均値 1.85), 紡錘状楕円形，平滑，淡

黄色，やや厚壁，水酸化カリウム水溶液中で黄変

する．担子器は J6-24 X 5-6.5μm, こん棒形，

4胞子をつける，クランプはない．縁シスチジア

は多生し 11-44X 4-10μm, 類根棒形，紡錘形～

便腹形，頂部が伸長した類紡錘形，藩壁． 側シス

チジアは散生し， 11-53X 3.5-9μm, 類梶棒形，

紡錘形～頂部が細長く伸長した類紡錘形，薄壁．

傘の表皮は錯綜してしばしば立ち上がる茜糸から

なる．菌糸は径 2.5-6μm, しばしば分岐し，黄

色の色素を含み，また菌糸の表面には黄色の色素

が沈着する．柄シスチジアは群生し， ]5-37X 

4.5-llμm, 類根棒形，類円柱形，紡錘形で先端

が突起状のものをまじえる，表面には黄色の色素

が凝着し細胞内部に黄色い色素をもつものもある．

Specimens examined: HYOGO Pref., Kobe-shi, 

Futatabi Park, cespitose on thick logs of Pinus 

densijlora Siebold et Zucc., 17 July 2001, Mitsuo 

Nabe (TMI-24586; EN0!-80); ditto, I Aug. 2001, M. 

Nabe (TMI-24593; ENOl-84); ditto, 30 Aug. 2001 

(TMI-24600; EN0!-90); ditto, 18 Aug. 2002, M. 

Nabe (TNS-F-80306); Minamiawaji-shi, 

Matsuhokeino, solitary at the foot of stump of P. 

thunbergii Par!., 14 July 2009, M. Nabe 

(TNS-F-80303). KYOTO pref., Jyoyo-shi, Terada, 

cespitose on stump of P. densiflora, 10 July 2009, Yoji 

Tanaka (TNS-F-80302). AICHI Pref., Toyota-shi, 

Nishiyamanaka-cho, on P. densiflora, 3 Oct. 2010, at 

the Toyota-tomono-kai foray (TNS-F-80304). 

EHIME pref., Niihama-shi, Funaki (Shimin-no-mori), 

on Pinus densiflora, 10 Oct. 2010, collector unknown 

(TMI-37384); Imabari-shi, Sakurai (Tsunashiki-

Tenmangu) scattered on stump of P. thunbergii, 10 

Oct. 2010, Kentaro Hosaka (TMI-37385, 37386); 

ditto, on roots of P. thunbergii stump, 29 Oct. 2010, 

Hisashi Ogawa (TNS-F-80305). NII GATA Pref., 

Shibata-shi, Ijimino, solitary on stump of P. densiflora, 

8 Oct. 2012, Noriyuki Matsumoto (HN-NS-121008 in 

private herbarium of M. Nabe). MIE Pref., Tsu-shi, 

Karasu-cho, scattered on stump of P. thunbergii, IO 
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Sept. 2016, Masahito Taniguchi (HN-MT-160910). 

ザイモクイグチ属は世界的に広く分布する

が，種類数は少なく，現在までに 13種が知ら

れているに過ぎない (Ortizand Both, 2011; Index 

Fungorum, http://www.indexfungorum.org/ accessed 

May 31, 2017). 日本からは今までにザイモクイ

グチ Buchwaldob.pseudolignicola (Neda) Both & 

B. Ortiz (Neda et al., 1987 : P. pseudolignicola 

Nerdaとして），コッブノイロガワリ Buchwaldob.

xylophilous (Petch) Both & B. Ortiz (青木， 1990: 

P. xylophilous (Petch) Singerとして）および

Buchwa/dob. sphaerocephalus (Baria) Watling & T. H. 

Li (小林， 2011;細矢ら， 2011;名部・長澤，本報告）

の 3種が知られているが，著者の一人長澤は北海

道で採集された標本に基づいて本属の基準種であ

るBuchwaldob.lignicola (Kallenb.) Pilatが同地に

発生することを確認している（長澤・村上未発

表）．青木実氏は日本きのこ図版No.2031におい

て（青木， 1995), 同氏が 1942年9月 10日に滋

賀県彦根市の自宅庭において杉の切り株の根元に

塊状に発生しているのを観察したイグチ類の 1種

を，オオキイロイグチ（仮称） Pulveroboletus sp. と

して記録している．標本は残されていないが，記

録された子実体の肉眼的特徴および塊状に発生す

る特異な発生形態から同菌は Buchwaldob.

sphaerocephalusであると考えられる．従って，青

木氏の命名によるオオキイロイグチを本種の和名

として用いることを提唱したい．

オオキイロイグチに類似した日本産の既知種と

してはキイロイグチ Pulveroboletusravenelii (Berk. 

& M. A. Curtis) Murrill., ザイモクイグチBuchwaldob.

pseudolignicola, およびコッブノイロガワリ

Buchbaldob. xylophilusがあるが，キイロイグチ（今

関• 本郷， 1989) は子実体が地上生で粉質な被膜

を有し胞子がより大形な点で，ザイモクイグチ

(Neda et al. 1987)およびコッブノイロガワリ

(Comer, 1970; Ortiz and Both, 2011) はマツの材上

に発生する点で共通性があるが，共に傘の色が幼

時から一様に橙黄色あるいは褐色を呈する点，ま

た胞子が卵形～短楕円形でより小さい縦横比をも

つ点でそれぞれ本種と区別できる．

本種はヨーロッパおよび北アメリカに分布し，
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Fig. 10. Known distribution of Buchwaldoboletus sphaerocephalus in Japan. 1 Kobe-shi, Hyogo. 2 Joyo-
shi, Kyoto. 3 Minamiawaji-shi, Hyogo. 4 Toyota-shi, Aichi. 5 Imabari-shi and Niihama-shi, Ehime. 6 
Shibata-shi, Niigata. 7 Tsu-shi, Mie. 

針葉樹の切り株や樹幹および鋸屑に発生すること

が知られている (Baria,I 859; Both, 1993; Bessette 

et al., 2000; Watling, 2004; Watling and Hills, 2005; 

Knudsen and Vesterholt, 2008, 2012; Ortiz and Both, 

2011). 本種と同じくヨーロッパおよび北アメ

リカに分布するザイモクイグチ属の種では

Buchbaldob. lignicola (ヨーロッパおよび北アメ

リカ）と Buchwaldob.hemichrysus (Berk. & M. A. 

Curtis) Pilat (= Boletus hemichrysus Berk. & M. A. 

Curtis; Pulveroboletus hemichrysus (Berk. & M. A. 

Curtis) Singer) (北アメリカ）が知られているが，

前者は傘および柄が全体的に黄褐色～赤褐色を

帯び，また，傘表面が軟らかい綿毛状でしばし

ば細鱗片状にひび割れること，また， しばしば

カイメンタケ [Phaeolusschweinitzii (Fr.) Pat.] 

と相伴って発生することなどの点で本種と異な

り (Bessetteet al. 2000; Munoz 2005; Watling and 
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Hills 2005; Knudsen and Vesterholt 2008), 後者は傘

が鮮やかな黄金色～橙黄色を呈し黄色い粉質物に

おおわれる点と孔口および柄が赤味を帯びる点で

本種と異なる (Berkeleyand Curtis, 1853; Weber 

and Smith, 1985; Both, 1993; Bessette et al., 2000). 

本種を Buchbaldob.hemichrysusと同一種とみなす

考えもあるが (Singer,1967, 1986; Mufioz 2005), 

筆者らは両者を別種として取り扱う Both(1993), 

Bessette et al. (2000) , Watling (2004) , Watling 

and Hills (2005) およびOrtizand Both (2011) を

支持する．

本種は夏から秋にマツ属の切り株や根，切り側

された樹幹に発生し，ときに基質の表皮下に黄色

い菌糸塊を形成して多数の子実体が叢生する．筆

者らが観察した子実体では基部が一体化したり，

柄の途中から別の子実体が枝のように成長するな

ど特異な形状のものも見られた. Smith and Thiers 
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(1975) およびBessetteet al. (2000)によれば，北

アメリカ産の Buchbaldob.sphaerocephalusには特

徴的な味はなくいくぶん苦いとされ， Watlingand 

Hills (2005) は英国産のものについてわずかに酸

味があると記述しているが，筆者らの観察による

と日本産の標本では苦味はなく味は穏和で， とき

にわずかな酸味のほか甘味が感じられたまた

ヨーロッパ産の Buchbaldob.sphaerocephalusは，

手で触れたり老成するとさび色を帯びるあるいは

さび色のしみを生じるのみで退色することはない

が (Watlingand Hills, 2005; Knudsen and Vesterholt, 

2008), 北アメリカ産の菌では老成すると子実体

の傘表面の色が退色して淡黄色ないし類白色に

なるという (Both1993; Bessette et al. 2000; Smith and 

Thiers, 1975). 日本産の Buchbaldob.sphaerocephalus 

は北アメリカ産の菌と異なり老成しても子実体の

傘表面の色が退色することはなく， ヨーロッパ産

の菌と同様に老成すると徐々に赤褐色を帯びる．

本種の日本産標本が得られた発生地を白地図に

示した (Fig.8). 四国および本州の広い範囲に分

布しており，クロマツとアカマツが分布する九州

地方やアカマツが分布する北海道西南部（林，

1985) でも本種の発生の可能性が考えられる．

謝 辞

標本をご提供いただいた京都府城陽市の田中庸

二氏，愛知県豊田市の山田敏通氏，愛媛県今治市

の小川尚志氏，三重県松阪市の谷口雅仁氏，国立

科学博物館の保坂健太郎博士，ならびに新潟県森

林研究所の松本則行氏に厚くお礼申し上げます．

摘要

北アメリカおよびヨーロッパに分布することが

知られている Buchwaldoboletussphaerocephalusの

兵庫県を含む l府 5県（京都府，三重県，愛知県，

新潟県および愛媛県）における発生を形態的特

徴の記載、子実体の写真および顕微鏡的特徴の線

画、日本における分布図を伴って報告し．和名と

してオオキイロイグチを提案した．
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