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　なぜ私た ちは 、 単細胞 を 「単細胞 （それ ほ ど賢 くない とい う意味）」 と思 っ て い るの で し ょ

う。

一
見 す る と単細 胞 に 現れ る 機能性 の 姿形 は 、 高等動物の そ れ と は 大き く異な りま す 。 そ

れ が
一

つ の 原因 な の で し ょ う。 とこ ろ が 、生物 進 化 の 観 点か らす れ ば、共通 の 基盤 が あ っ て

もそ れ ほ ど不 思議で は あ りませ ん。

　細 胞 の お も し ろ さは 、 な ん と い っ て も 「単な る 物質が集ま っ て 生 きた シ ス テ ム に 化 ける 」

とこ ろに あ ります。細胞 の 行 動 に現れ る 問題 解決 能 力 が 、 どの よ うな物 質過 程 か らもた らさ

れ る の か ？ 自然に こ の よ うな疑 問が わ い て きます 。 こ の 問題 は 、考 えれ ば考 えるほ ど捉 え所

が 判然 とせ ず、 きわ めて 悩 ま しい もの で す。そ う遠 くない とこ ろに 、モ ノ と コ コ ロ の 問題 も

寄 り添 っ て い そ うで す。 こ ん な大 問題 に ス トレ ー トに答 え る こ とは 、 私 に は で きそ うもあ り

ませ ん 。 ただ 、そ ん な こ とを どこ か頭 の 隅 に残 しな が ら 、 単細胞 生 物の 行動 学 を地道 に 押 し

進 め て い ます 。

　単細胞生 物の 問題解決能力 を考 え る時、動物行動学 （エ ソ ロ ジー
）で よ く用 い られ る評価

法 を思 い 出 し て み るの も良い で し ょ う。
一

つ の 典型 例 は迷 路 解 きで す 。実 際 、2000 年 に、原

生 生 物 （大 雑把に い う と真核単細胞 生物）で あ る フ ィ ザル ム が迷路 の 最短 経路 を見 つ ける こ

とが わ か りま した 。 そ の 能 力 の 背後に は 、 解 を求 め る何 らか の 「計算」 が は た らい て い る は

ずで す。「解 にた ど り着 く過 程 を計算 と見 な そ う」 とい っ た方が 自然か も しれ ませ ん 。 細 胞 レ

ベ ル の 情報処 理 能力 は 、迷路 の 例 に 見 る よ うに 、案外 高い で す 。
こ の よ うな洞 察は 、 こ れ ま

で に も （例 えば 100 年前、ジ ェ ニ ン グ ス とい う米 国の 生物学者 が行 っ た ゾ ウ リム シ の 研究な

ど）繰 り返 し強調 され て 来 ま した が 、 ま だま だ十分 に は 解 き明 か され て は い ませ ん 。 洞察の

域 を出ない 場合 も多い よ うで す 。 単細胞 の 潜在能力 に つ い て は 、 具体的な とこ ろは ま だま だ

は か り知 れ ませ ん e そ こ で 、具体的な問 を二 つ 掲 げて 、それ に向 か っ て 突き進ん で み ます。

一
つ 目は 、問題 解決 能力 の 高 さ （こ こ で はそれ を細胞 の 「賢 さ」 と呼ぶ こ とに します ） を実

験 に よ り評価 す る こ と。 そ の た め に、細 胞 が 問題 を解 く よ うに しむ けます （なん とか 工 夫 を

凝 ら します）。二 つ 目は 、そ れ らの 賢 さが どの よ うな し くみ で 実現 され て い る か を知 る こ と。

こ こ で い うし くみ は 、細胞 の ダイ ナ ミク ス と して は ど うな っ て い る の か 、 運 動 方程 式 の よ う

なも の を書 き下 す こ とで あ り 、 また 、 計算過程 と して 見た時 、 解法 ア ル ゴ リズ ム は ど うな の

か 、 と い うこ と を意味 し ます。

　生 物 に よる情報処 理 の 重 要 な特 徴の
一

つ は 、 並 列性 （分散性 ） で す 。
い や 、 異議有 り ！脳

は 中枢 で は ない か ！と思 うか も しれ ま せ ん が （それ はそ うなの で すが ）、脳 自身 の 中に はそ の

よ うな中枢 は （たぶ ん） あ りませ ん 。 む しろ、脳 は 同様 な要素 の 並 列回路 （神 経細胞 の ネ ッ
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ト ワ ーク ）か らな っ て い て 、情報処 理 は そ れ ら 同質要素 の 相互 作用 に 基づ い て い ます 。 そ の

よ うな認 識 に立 っ て 、並列計算機 と して の 脳 が研究 され て い ます 。

．．−t
方、脳や 神経系 を持 た

な い 原始 的 な生 物 で は ど うで し ょ う。 情報処 理 に 特化 した器 官 が な い た め 、 シ ス テ ム の 分散

処理 性 は よ り際立 っ て く るは ずで す 。 そ の よ うな生物 で は 、 身体運 動 そ の もの が何 らか の 形

で 情報 処理 の 過 程 を担 っ て い る と考え るの が 自然 で し ょ う。目に見 え る形 で 現 れ る身体運 動 、

特に ア メーバ で は原形 質と呼ばれ る粘 っ た 物質の （大変形 を伴 う）運 動を捉 える と 、 そ こ に

は 情報処 理 の 過程 も 「もれ な くつ い て くる」 と期待で きま す 。 これ は 、 魅力 で す 。

　私 た ちは 、実 験材料 と して 、巨大 な ア メーバ 様生物 で あ る真正粘菌 （true　slime 　mold ）モ ジ

ホ コ リ （Physarum 　polycephalum ） の 変 形 体 （plasmodium） を用 い て きま した。数 セ ン チ に及

ぶ ほ ど巨大 で す が、単細 胞 生物 で す 。 た だ し、多核 体 で す 。 数セ ン チ ともなれ ば、お びた だ

し い 数 の 核 が 含 まれ て い ま す。変形 体は原 形質の 塊 で 、シ
ー

ト状 に広 が りなが ら同時にそ の

シ
ー

トの なか に 管 の 複雑な ネ ッ トワ ー
ク構造 を有 し て い ます 。

二 つ の 個体が 出会 うと 自然に

融合 し て
一

つ の 個 体 に な り、 逆 に
一

つ の 個 体 が小 さ く切 り分 け られ る と 、 切 り取 られ た小 片

は 完全 な （大 き さは小 さくな りますが ）個体に な ります。 変形体は 、 もし 十分に栄養が 与 え

られ れ ば、成長 して約 10 時間 ご とに核 分 裂を お こ し、核 の 数 を倍 化 させ ます。こ の よ うに 、

変形体は 、多細胞 体制 と単細胞 体制の 中間 に あ る 体制を とっ て い ます。

　講演で は 、 こ の 粘 菌が 、 迷路 の よ うな幾何学的パ ズ ル を解 く能力が ある こ と 、 原 始的で は

あ ります が記 憶や迷 い とお ぼ しき行動 をみ せ る こ と、な どに っ い て お 話 します 。 粘菌方 式 の

情報処理 は 、 単純で あ り、か つ 、なか なか 有用 そ うで す 。 ま た
、 他 の 生物種で 見 られ る情報

処理機構 との 類 似性 に つ い て も、可能 な限 り触れ た い と思い ます。
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