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1．は じめ に

岡田　 勇

　社会シ ミ ュ レーシ ョ ン 研究が ある程度の 市民権

を得 て きた と は い え ， 社会科学 の 立場 か らの 成果

は，工 学的 ア プ ロ
ー

チ に比 べ ，まだ決 して 多 い と

は 言えない ．そ の 理 由の
一

っ に ，モ デル と現実 と

の接合 とい う古 くて 新 しい 課題に 対 す る繊細な議

論が 未発達 とい う現状が 挙 げ られ る の で は ない

か．社会科学にお い て は ， 現実の どの 部分 と フ ィ

ッ テ ィ ン グを試み て い る の か ，それ は データそ の

もの な の か
， 概念 レ ベ ル な の か

， それ と もミ ドル

レ ペ ル の何か な の かが重要で あ り，さ らに は，そ

れ に対応 して モ デ ル の 粒度 は どの 程度に設定す べ

きなの か
， 現実 との接合をど の レ ベ ル で 行 うの か

が 研究 の 存立 を左右す る重 み を持 っ て い る．そ こ

で ，社会 シ ミ ュ レーシ ョ ン 研究 をされ て い る方々

に よ る議論 を展開す る．

　2006 年の JASI全国大 会が学習 院大 で 行 われ た

が ，その 時 も社会 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン とい うパ ネ ル

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン があ っ た．そ の 時の 出席者は遠

藤先生 ・寺野先生 と山本先生．その 要点は 2006

年の 学会誌 に掲載 され た．読み返す と ， や は り6

年の 歳月は 短 い よ うで 長 い ．当時の 問題意識は 基

本的な と こ ろ は 維持 して い るが
， や は り研究が 多

様に な っ た分，新た な ポイ ン トが 出て き て い る．

　本特別論説は、2011年 9月 ll口に静岡大学情報学部で行われた、口本社会情報学会 （JASI＆JSIS）合同

研究大会ワ
ー

クシ ョ ッ プの 記録で す。
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今回 の テ
ー

マ もそ の
一

つ だろ う．

太 田先 生 と とも に企画 した今 回 の セ ッ シ ョ ン で

は，社会 シ ミ ュ
ーシ ョ ン とい うツール を使 っ て い

る方 に講演 い た だ くが ， オ
ー

ガナ イザー
として は

特 に社会科学 とい う立場を強調 した い ．なぜ な ら

工 学的 立 場か らす る と
，

シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン で は
，

現象を説明する た め に モ デル を作る の で ，モ デ ル

の 粒度 と現象 の 接合 に つ い て は
， あま り考え得 る

こ とが な い ， もし くは，考 えて も余 り重要で はな

い とこ ろが ある．しか し，ゲーム 理論や らマ
ーケ

テ ィ ン グや ら，シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン が社会科 学の

様々 な分野に使 われだ して くる と
， そ もそ も社会

科学が フ ィ ッ テ ィ ン グを ど う考 えるか とい う学問

で あるた め ，
モ デル と現象の 接合 はか な り問題 に

な っ て い る． こ うい っ た問題 に 対 して ，様々 な専

門の 先 生方 の 知恵 を借 りて ，まず は 現 状認識 を し

て い きた い ．特 に ，現実 とモ デル の 二 つ を常 に意

識 しなが ら議論 して ま い りた い ．

2 ．シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン と社会 一
そ の 二 つ の様相

　　 　　　　　　 　　　　　　 　　 遠藤　薫

　私は も とも と理 系の 人 間だ っ た が ，理系か ら社

会科学の 発想 も必 要だ と認識 し文転 した ．そ こ で

感 じ るの は理系 と文系で は 文化が非常に違 うとい

うこ とだ．そ こ で ，文化の 違 い を超 えた コ ミ ュ ニ

ケー
シ ョ ン を uJ能に する シ ミュ レ

ー
シ ョ ン とい う

方法を使 い 姶めた．そ の ため根底で は ，文系 と理

系の 分裂 に対す る架橋 を意識 して い る．本年 6月

に は H本学術会議の社 会理 論分科会主催 シ ン ポ ジ

ウム 「社会 と シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン
ー一・．一文理 を結ぶ 新

し い 方法論 」 （日本学術会議 ，
2011 ）を オ

ー
ガ ナ イ

ズ した．シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン とい う言葉 は有名だ が，

なぜ か 集客力が ない 分野で は あるが，そ の 割 に は

120 名以上 の 聴衆に ご参加 い ただ い た．その 内

容 は 「学術 の 動 向」 の 2012 年 2月号に掲載され て

い る の で ご 参照 い た だ けれ ば幸 い で ある （H本学

術会議，2〔〕12）．

　本日 ， 私か らは モ デ ル の 話 とい うよ りも，よ り

根本的に ，シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン とい う方法論そ の も

の に対 して，問題提起 を した い ．特 に，シ ミ ュ レ

ーシ ョ ン に浴びせ られ る様々 な批判 ， 粒度の 問題

も含め ， それ に対 して どの よ うな解が あ り得 るの

か を考えた い ．

　 2011 年 3月 lI 日午後 ， 未曾有 の 大震 災が 東 凵

本を襲 っ た．被災され た皆さまへ の 支援，被災地

の 復興 ， そ して 日本全体 の 再興に 向けて ，すべ て

の ア カ デ ミズム が手を携 え て 努力 して い か な けれ

ば な らない ．そ の た め の ッ
ール として ，近年 は

「
シ ミ ュ レ

ー
シ ョ ン 」 に も大 きな期待が か け られ

て い る．　
・
例をあげる と， 津波の シ ミ ュ レ ーシ ョ

ン は非常 に有名だ．今回の震災 で はか っ て な い ほ

どシ ミュ レ
ー

シ ョ ン と い う言葉が 飛び交 っ た と考

えられ る．こ こ で の 期待 は，複雑な相互作用を記

述 で き る こ と と，ビ ジ ュ ア ル に 見せ る こ とが で き

る，直感的な理解が で きる ，
モ デル の 過程を再現

で きる， とい う点 が大 きか っ た．もち ろん，震災

の 場合は 自然科学 に お ける シ ミ ュ レーシ ョ ン が 注

目 され ， 必 ずしも社会シ ミュ レ
ー

シ ョ ン とい うわ

けで は なか っ た． しか し，本質的に は震災に しろ

原発に しろ社会シ ス テ ム 全体の 問題で あ る．白然

科学 と社会科学 を っ な ぐ社会 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン

は，大 きな役割を発揮 しな けれ ばな らな い ．

　 こ の 緊急課題に限 らず，現代の ア カ デ ミズ ム が

直面 して い る の は ，「多様 な要素が 複雑 に絡み 合

っ た問題系を い か に解決 す るか 」 とい う問い で あ

る．た とえば，環境問題 もグ ロ
ーバ リゼ ーシ ョ ン

問題 も こ うした相の も とで 検討 しな けれ ば，い っ

こ うに 解決 へ の 光す ら見えない ．しか し，それを

実現す る に は
， 既 存 の デ ィ シ プ リ ン に 閉じ こ もる

こ とな く，多様な知 を柔軟に組み 合 わせ て 考え る

必要が ある．原発で い え ば，複雑な社会 シ ス テ ム

の 中に埋 もれ て しま っ た リス クが あ る 日突 然顕在

化 する とい う時代相，それは ウル リヒ ベ ッ クの い

うカ タ ス トロ フ ィ （Ulrich，1986）で あ るが，それ

を対象 とで きる方法論が 社会シ ミ ュ レーシ ョ ン の

は ずで あ る．な ぜ な ら ， 解が
一

意 に定 まらな い ，

あ る い は，状況 の 変化に 応 じ て 常に流動する状況

66

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Association for Social Informatics

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Assooiation 　for 　Sooial 　工nformatios

特別論説
一
社会シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン 　モ デル の 粒度 と現象の 接合 を探 る

の 中で は ，
一一般 化 され た モ デ ル で は不十分で あ る，

そ の た め ，多様 なロ∫能解 の 提示 とそれへ の 対処が

重要で あ り，そ こ に社会 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 本来

の 可能性が あ る．

　 とは い え現状 で は，そ の 意義や可能性に つ い て

は
．
卜分な議論が なさ れ て い ない．で は ，〈 シ ミ ュ

レ
ー

シ ョ ン 〉 とは そ もそ も何か．現代 の く シ ミュ

レ ーシ ョ ン 〉は多種多様に わ た っ て い る．これ ら

を 包話的に語 る こ と は 難 しい ，し か し， 現代社会

科学に お け る シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン とい う技法 の F指

す と こ ろ は，今 日しば しば混乱を指摘 される多様

な社会認 識パ ラダイ ム に雄 し，共通 の ∫解基 盤 を

与え る メ タ認識枠糾み を提供する こ とに ある，具

体的には ， 相対的に 自律的な個体問の 単純な相互

作用か ら，多様 な社会動態を生成 する理論 とそれ

を コ ン ピ ュ
ー

タ上に実現す るモ デ ル を構築 しよう

とす る試み で あ る．例 えば， ドーキ ン ズ が 利 己的

遺伝子論を提示 した時，シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 能力を

も っ た生命体が非常に適応的 に進 化 した とい うよ

うな説明を して い る．一方 ミー ドは， ドーキ ン ス

の 論 じた レ ベ ル とは異な る次元 で ，シ ミ ュ レ
ー

シ

ョ ン とい う機能に よっ て 個人が 社会化 して い くと

主張 して い る．われわ れが現在考え て い る 「社会

シ ミ ュ レーシ ョ ン 」 は， ドー
キ ン ス や ミー ドより

も高次 の レ ベ ル に あ る 「シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン に よ っ

て 社会シ ス テ ム の 作動 を分 析，予 測，設計す る 」

こ とを目的とする，しか し， そ の 基層 に は ドー
キ

ン ス や ミ
ー

ドの 考察 との
．
連続性が あ る こ とも意識

して お い た 方が 良い か もしれない ．

図 1　 生命・文化・社会の基盤としての シミュ レーシ ョ ン

　 さ て ， 「文理 を つ な ぐ社会 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 」

とい う試み は ，相互 に 深 くか かわ り合 う二 つ の 目

的 を追 求す るもの で あ る．第 1 の 目的は，それ 自

体で ， 長い論争の 歴史を もっ 還 元主義 と集合 主義

の 斌．立を解消す る
一．
般 社会理 論を構成 しよ うとす

るもの である．第 2 の 目的は，こ うした
一般

．
理論

が しばしば客観的表現 を もたず，そ の現実的有効

性に 疑義が 生 じるの に答 えて ，
コ ン ピ ュ

ー
タ とい

うメ デ ィ ア に よ り操作可能な表現 を与え よ うとす

る もの で ある．こ れ は さ らに実践的に は
， 相 互に

対立する理 論の 客観的比較の 基盤を提供す る，社

会科学の 教育用 ツ ール と して 利用する こ とが で き

る ， 新た な社会狸論構築 の た め の 支援 ッ
ー

ル とす

る こ とが で き る，な どの 質献 を行 うこ とが で き る．

第 3 の 目的は
， 上記の よ うな客観的表現 に よ り，

従来必 ず しも充分な相 ．々：交通性が確保 され て い な

か っ た社会科学 と 自然科学の 並 列協調 的な発展 を

図ろ うとする もの で ある．

　 その よ うな社会 の要請か らす る と，現実の 社会

シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 研究 ， 例え ぼ，進化的な ア プロ

ーチが流行の
一

つ に挙 げられ る が，まだ まだ幅が

狭 い と言わ ざる を得ない の で は ない か．特 に，状

況認知 と コ ミ ュ
ニ ケーシ ョ ン を フ ァ クターとして

取 り入れ た シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン を もっ とや っ て い く

べ きで はな い か と感じて い る．

　 し か し
， 現実 の 社会 シ ミ ュ レ

ー
シ ョ ン は あ まり

評価 され て い な い ．最大 の 批判 は理論的基盤 の 脆

弱性で あ り，過去 の 研究 の 蓄積 を踏 まえて い な い

点に あ る．既 存の成果を踏まえ た主張が説得力を

持つ は ずだ．さ らに ，過剃な 可塑性 （因子の 恣意

性）や 結果 の浮鋤性 を含んで い る．後 者 は特 に 自

然科学で は 問題 に な りに くい が ，社会科学で は 重

要 だ．結果の 主張に よ っ て は 過度 なハ ロ
ー効果

（後光効果）を も っ て しま う危険性が あ る，

　 こ れ らは 古 くか らある批判 なの で ，標準的な応

答 も考え られ て い る．例 えば，可能な限 り単純化

すべ きだ とか，モ デル の ロ バ ス ト性，パ ラメ
ー

タ

の 感度分析， コ ン ピ ュ
ー

タ
・

リテ ラ シ
ー

の啓蒙，

文理 の 協同の 推進 な どで あ る， しか し，こ れ だ け
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で は不十分 で あ る．前述 した社会か らの 要請 に対

して まだ応 えきれ て い な い だ ろ う．

　すなわ ち ， 現代社会を考え る ltで ，シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン に 関わ る も う一
つ の 様相 を忘れ る こ とは で

きない ．それは，〈 シ ミ ュ レーシ ョ ン は社会 に ど

う作用 す るか 〉 とい う側面である．近年，デジタ

ル通信技術の 発達 に よっ て ，イ ン ターネ ッ トを は

じめ とす る コ ン ピ ュ
ー

タ ・メデ ィ ァが急速 に社会

の なか に 浸透 し つ つ あ る． こ れ に 伴 い ，テ キ ス

ト ・コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン や 対面的 ・コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に代わ っ て ，ビ ジ ュ ア ル ・オーデ ィ オ コ ミ

ュ ニ ケー
シ ョ ン が拡大 し，メ ディ ァ の 多層化が進

ん で ，「仮想 現 実 」 と 「〈現 実 〉」 との 相互 浸透

が 日常的な もの とな りっ つ ある．い わば，シ ミ ュ

レ
ー

シ ョ ン が われわ れ の 社会的現実 を構成す る プ

ロ セ ス そ の もの とな りつ つ あ る の で あ る．こ の 問

題は ，
シ ミュ レーシ ョ ニ ス トたちの 嘆き （ある い

は シ ミ ュ レーシ ョ ニ ス トに 対する批判）その もの

に他 な ら な い ．シ ミ ュ レ ーシ ョ ン ・モ デル は
， 現

実 とどの よ うに対応す る の か．そ の 対応 を保証す

るも の は何 な の か．シ ミュ レ
ー

シ ョ ン と い う方法

論に 対 して ，なお
， 社会科学者た ちが と もすれぼ

躊躇 い を感 じるの は ， こ の 認識に対 す る躊躇い で

あるか もしれない ．しか し， 結局われわれが なす

べ き こ とは
，
〈 良 い 〉 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン を実践す

る こ と に他 ならな い の で ある．

　さて ，科学あ る い は客観的認識 とは ど うい う考

え方か ら出て きて い る の か を，長尾（2001 ）を参照

しつ っ 考 え る．それ に よ る と科学 に は技術的科学

と推論的科学があ り，後者を科学 とみな して きた．

さらに ，推論的科学 に は決定論的で
一意 に定まる

演繹 的 モ デ ル と，反証 p／能性が常に求め られ る帰

納的モ デル が あ り， 前者 こ そが正統的科学だ とい

う考 えがあ る．しか し，科学を世界 を理解す る た

め の 営為 とする と
， 理解 に は 二 つ の 戦略が あ り，

止統 的科学に よる理 解 と経験 に基づ く帰納的 な理

解が あ るはずだ．後者は我々が 円常 に行 っ て い る

こ とで あ り，こち らに脚光 を当て る こ とが重要だ

ろ う．そ して ， 後者の
一

つ の ア プ ロ ーチ として社

会シ ミ ュ レーシ ョ ン は 大きな力を発揮する だ ろ う

と期待 した い ．

　あ る状況 をメカ ニ ズ ム として 決定論的な理解で

は な く， 模倣に よっ て 体験 の 集積 に よっ て 理解す

るとい うこ とが，また そ の ッ
ー

ル として 社会 シ ミ

ュ レーシ ョ ン が用い られ るな ら，非常に 重要だ ろ

う．そ の た め に は ，
コ ン ピ ュ

ー
タ の 中に閉じる の

で はな くマ ン マ シ ン シ ス テ ム として 使用す べ きか

も しれ な い ．

　 と こ ろで
， 仮想現実 と して の シ ミ ュ レーシ ョ ン

に は リア ル な生に 対す る根強 い 批判 が存在 する．

プラ トン が言葉や文学は シ ミ ュ レーシ ョ ン で あ り

リア ル で はな い と主 張 して い る．しか し，そ もそ

も人間の 推論や，そもそも言葉その もの は シ ミュ

レ
ー

シ ョ ン で 出来て い るの で あ り， それ を前提 と

する の は不可避 だ．こ の パ ラ ドキ シ カ ル な状況 を

打破 し得 る可能性を秘 めて い るのが ， 社会シ ミュ

レーシ ョ ン で あろう．こ れ は，現在は まだ 「醜い

あひ るの 子 」 の 状態 に ある か もし れ ない 社会シ ミ

ュ レ
ー

シ ョ ン に 対す る エ
ー

ル で ある．

3 ．予測市場にお ける シミ ュ レ
ー

シ ョ ン

佐藤哲也

　選挙の 民主主義 と社会的意思 決定をテーマ に つ

い て
， 社会情報学的な課題 を考え る，現実的に非

常に ニ ーズの 高 い 選挙 の結果を予 測 す る とい うシ

ミ ュ レーシ ョ ン を して お り，その 具体的な方法に

っ い て と， もう一
つ は予測市場 の 研究を してお り，

そ こ か ら見 え て くる特 に 埋 論的な課題 に つ い て ，

集合知 とい う問題 も含 めて共有 した い ．

　本年初頭に次期国政選挙 の 3 〔〕0 選挙区に関す

る獲得議席 を予測 した． これ は選挙 プラ ン ナ
ーの

予測 とは違 い ，実際の 支持率や得票率を用 い た予

測 で ある． と こ ろ が 興 味深 い の は
， 定期的に起 こ

る選挙の よ うな予測 は，過 去 の デ
ー

タ に基づ い て ，

差分を埋 め込む方法 の 方が，現実 に は 非常 に精度

が高 い ．具体的には過 去 の衆院選 の 結果か ら，基

礎票を予測す る．過去に は 民主党が大勝 ちした り
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特別論説
一

社 会 シ ミュ レ
ー

シ ョ ン ：モ デル の 粒 度 と現 象 の 接 合 を探 る

自民党が大勝ち した りと非常に 都合の よ い 選挙が

ある．民卞党が大勝ち した時の 自民党 に入れた人

は 非常に硬 い 人だ とい うこ とで基礎票 の 予測 はか

な り正確 に で き る．シ ミ ュ レ ーシ ョ ン で 重要 な の

は
，

ス ウィ ン グウォ
ーカ ー （浮動票） の 推定 に な

る．た だ し，テ ク ニ ッ クは簡単で データが あれ ば

学生 の レ ポー ト課題に なる レ ベ ル の もの だ．

　しか し，個人 の 投票行動 をモ デ ル 化す る の は非

常に難 しい ．様々 なモ デル が あるが 現実 との フ ィ

ッ テ ィ ン グは非常に よ くな い ．なぜか とい うと，

選挙で 誰 に投票する か とい うモ デル 化そ の もの は

か な り困難で あ るか らだ．

　理解の た め の シ ミ ュ レーシ ョ ン とい う意味で は

実際に 人間に参加 して もらうゲーミ ン グシ ミ ュ レ

ーシ ョ ン が あ る だ ろ う． ヒ ュ
ーマ ン エ ージ ェ ン ト

に よる予測，つ ま り予測市場が有効 に なる．それ

で も対象を 「理解 」 は で き る と思 われ る．

　予測 市場 で は予測す べ き こ とを証券化 して取 引

す る こ と に な る．例えば明 日雨が降る とい う事象

を証券化する と予測市場で 取引 される価格が 明日

の 雨の 降 る確率 と
一

致す ると見な して い る，そ も

そ もこ の
一

致は か な り強引で 理論的に は 大きな論

争 となる は ずだ．運営 して い て 面 白い の は，予測

市場で 勝 っ て い る 人 は全 参加 者の 5 ％ ぐ ら い だ

が，や は り予測 は正確 に動 い て い る と感 じ る．何

故正 しい か とい うと，結果 に 対 して 予測 を して い

る の で割 合 と個人 の特性が 捨象で きるか らで あ

る ．すな わ ち ，予 測 市場 で 予 測者 が持 っ て い る

「モ デル 」 は 科学的 ・定量的で は な く直感的 ・感

覚的 で あ り， それが逆 に長所 に働 い て い る．なぜ

な ら
， 予測 市場 は そ れ 自体が社会 般 の 認識，雰

囲気を計測 して い る と考 えられるか らで ある．

　伝統的 な予測 市場は株式市場を模 して い る．し

か しそれ は複雑すぎるの で構築が 難 し く，投票の

シ ス テ ム を内包 した構築にな っ て い く．そ うな る

と
，

マ
ーケ ッ トに よる ガ バ ナ ン ス と投票に よ るガ

バ ナ ン ス が 急速に 接近 して くる．こ れ は面 白 く，

途中経過が リア ル タイ ム に とれ る点が非常に 意義

が ある．例 えば ， あるニ ュ
ー

ス が ある とそれ に伴

っ た ある予 測市場が大 き く動 い た とす る．する と，

実は 測定 して い る の は ニ ュ
ース の価値に な っ て い

る．す る と， あ る新聞が 300 議席予測す るか も

と い う記事 を出 した時 に それ を受 け て 市場が 動

き， 現実 も 300 議席越 え とな っ た時 に ，そ の様

子が リ ア ル タイ ム に 理解で き る，

　 と こ ろ で ， 予測市場は 人工 Tii場で あ るの は間違

い な い が，政治 的現象を テ
ー

マ に した先物市場 を

現実の 金融商品 として設定する の は 法的に は不可

能でな い ，つ ま り，株式会社衆議院な り衆議院投

資組合 とい う法人 を作 り，実際の選挙結果に基づ

い て 配当 す る フ ァ ン ドを発行で き る とな る と， 予

測市場は 単な る シ ミ ュ レーシ ョ ン で は な くな る．

次 に
， 世論調査は シ ミ ュ レ

ー
シ ョ ン な の か とい う

疑問が 生 じ る．現実の世論調査 は投票行動の シ ミ

ュ レ
ー

シ ョ ン に他 ならな い ．それ を拡張 して ，選

挙 と市場に よる民主政治が考え られ る．株式市場

は お金 とい う支持が集ま る と見なせ ば，似通 っ て

い る．む しろ，極端に い えば，投票用紙は非常に

特殊な債権で ある と見なせ ば，選挙 と市場の 区別

が な くな る．そ うなる と予 測 市場 と い う言葉 よ り

情報市場 とい うべ きで は な い か．そ こ で 取 引 され

る情報 は金融商品に近 い だ ろ う．投票行動 とマ
ー

ケ ッ トの 違 い は，保有す る，あ る い は，所有す る

こ とを認め る か否か で は な い か．こ の 所 有 とい う

概念 は金融の 商品化に とっ て重要だろ う．よ っ て

多様な予測 （投票）は可能だろ う．つ ま り，投票

とは 集合知の 意見集約メ カ ニ ズ ム の つ で ある．

　 ただ し，投票権 は 現 実 に は譲渡 で きな い ，しか

し，理論的に は権利化 し，オ プ シ ョ ン 化す る こ と

も考 えられ る．する と，事業 の 証券化 を政策 の 証

券化，政党の 証券化 に 転用 で き るか も しれ な い ．

例 えば，子供手当て は い い か ら，そのためだ っ た

ら自分の 持 っ て い る戦時的参加 の権利を
．一
部放 棄

して も い い とい う人が い るな ら， それだ けを切 り

離 して 取 ，］［で きるよ うな ス ee　一ム を提案す る こ と

も重 要か も しれ な い ．そ も そ も政 党や NPO は誰

の 所有か不明で ある．共 同所有 とい う考えが
一

般

的だが，もう少 し マ
ーケ ッ トの ガバ ナ ン ス を導入
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する と面 白い ．そ うなる と，実は徴税の 証券化や

学生 （奨学金）の 証券化などが理論的に は面 白い

だ ろ う．

4 ．なぜ 予測市場 は予測で きる の か ？

鳥海不 二 夫

　私は なぜ，予測 市場は予測で きるの か とい うテ

ー
マ を取 り上げる、工 学者 の 視点か ら見る と，課

題志向性が 強い の か もしれない ．社会シ ミュ レー

シ ョ ン とは 2種類ある．
一

つ は，ア ナ リシ ス ，す

なわ ち社会シ ス テ ム を理解す るた め 構成論的シ ミ

ュ レ
ー

シ ョ ン で あ り， 人工 市場 は そ の
・
つ で あ る

とい え る だ ろ う，も う
一

つ は， シ ン セ シ ス ，社会

シ ス テ ム を設計す るた め の シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン や 予

測 の た めの シ ミュ レ
ー

シ ョ ン だ ろう．交通 シ ミュ

レ
ー

シ ョ ン な どが それ に相当す る．

　 こ こ で は，予測市場の シ ミ ュ レーシ ョ ン を紹介

す る． こ こ で シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン とは構成的 な ア ブ

U 一チを意味する．結果 をは じ め に 紹介 する と
，

予 測市場 が ア ン ケ
ー

ト結果 に勝 つ 条件は
， 情報発

信 頻度の 増加 で もな く，利用頻度の増加 で もな く，

情報格差 で ある とい うもの で ある．

　近年 ，
WEB の 発展 に よ り

「集 A 知 」 とい う概

念 に 注 目が集 ま っ て い る．こ れ は ，多 くの 人に よ

る大量 の 情報 に適切 な処理 を行 うこ とによ っ て ，

新た な知 見が得 られ る とい う考え方で ある．その

ような集合知を獲得す るメ カ ニ ズ ム の
一

つ に予 測

市場が ある（Wolfers，2〔｝04），予測 Ij場 は ，株や為

替の 取引の ような金融市場 の メ カ ニ ズ ム を取 り人

れ た予測 于法で あ る．予測市場は 衆議院選や ア カ

デ ミー賞の 受 賞作品 な どの 予測 に利用 さ れ お り，

高い 予測精度が ある と言われ て い る．

　
一

方 で ，予測 市場の 制度 が ア ン ケー トと ほ とん

ど変わらな い とい う報告 もあ る（Goc1 ，
2010 ）．こ

れ は，優れ た予 測精度が期待出来 る場合 と，予測

が 十分に 行な わ れ な い 場 合が あ る こ と を意味 して

い る．予測市場 は高 い 予測精度が あ る と言われ て

い るも の の ，そ の メカ ニ ズ ム に つ い て は 明らか に

な っ て お らず，どの よ うな場合 に予測 市場が有効

なのかが確 かで は ない ．

　そ こ で 本研究 で は ， 予測市場が有効 とな る条件

を明 らか に す るた め に
， 人工 市場 を用 い た エ ージ

ェ ン トベ ー
ス シ ミュ レ

ー
シ ョ ン を行 っ た ．

　人 工 市場 と は， コ ン ピ ュ
ータ hで 動 く仮想的な

市場で ある．人工 市場 に は 複数 の エ ージ ェ ン ト

（コ ン ピ ュ
ー

タブ ロ グラ ム〉が参加 し，それぞれ の

エ
ージ ェ ン トが独 自に情報を収集 し， そ の情報 に

応 じた判断（ア ル ゴ リズ ム〉に従 っ て 予測 市場で の

売買を行な う．

　各 工 一ジ ェ ン トは証券の 価値 を予測 し，現在の

証券価格 と比較 して取引 を行な うもの として
．
設計

した，こ こ で ，各工 一ジ ェ ン トの 予測の 平均値を

予 測 市場 の 精度を評価す る た め に利用す る．予測

’F均値 は ア ン ケ
ー

ト結果 と同等 と見なせ る た め，

予測平均値 よ りも精度が 高 い 予測が 出来て い れ

ば，予測 市場 の 予測性能が ア ン ケ
ー

トよ り高 い と

見なせ る．こ の ような条件を見 つ ける こ とが本シ

ミュ レー
シ ョ ン の 目標で ある．

図 2 　情報格差と 予測 誤差

　 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン の 結果，エ ージ ェ ン ト間 に情

報 を取得す る能力に差が あ る場合，す なわ ち情報

格差が ある場合 に予測精度が大 きく向上す る こ と

が 明 らか となっ た ．特に
， ア ン ケ

ー
トに よ る

．
予測

で は情報格差が ヒ昇する に つ れ て 予測性能が線形

に増加 して い るの に対 し， 予 測 1ii場の 予測性能 は

情報格差が増加 す る と急激に 高 くな る こ とが 明 ら

70

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Association for Social Informatics

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Assooiation 　for 　Sooial 　工nformatios

特別 論 説一社 会 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン ： モ デ ル の 粒 度 と現 象の 接合 を探 る

か とな っ た （図 2参照）， こ れ に よ っ て ，情報 収集

能力の 高 い 参加者 の 存在 に よ っ て
， 予測 市場 の 精

度が ア ン ケ
ー

トよ りも向上 す る可能性が あ る こ と

が明 らか とな っ た． これ は 予測市場が 専門家 の 力

と集団の 力を融合 して ，うま く重み付け して くれ

る こ とが原因の つ だ ろう．

5．社会的ワ クチ ン によ る協調の 安定 一抽象モ デ

ル と社会 シミ ュ レ
ー

シ ョ ン の接合にむ け て

　　 　　　　　　 　　　　　　 　　山本 　仁志

　私か ら は，モ デ ル の 粒度の うち，抽象モ デ ル と

社会 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 結 びつ きに つ い て 考 えた

い ．社会シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン は シ ナ リオ分析の 際の

コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 基盤 となり，問題 に対する共

通 の 言語 として 力を持つ と思 われ る．公 共財ゲー

ム が すごい の は社会問題に 対す る共通の 言語だか

らだ．

　私 の 紹介す るの は
， 公共財 ゲ

ーム に お け る解決

法の
一

つ として 社会的ワ クチ ン に よ っ て 安定的な

協調社会を構築で き る とい う研究 で ある．

集団に お け る規範維持の モ デル として良 く知 られ

たメ タ規範ゲ
ーム は，Il人囚人 の ジ レ ン マ の 拡張

モ デル として ， 国際問題に おけ る協調問題 な ど中

央集権的で な い 集団 にお い て い か に規範を維持す

るか を検討す る上で優れ た モ デル で ある．進化論

的な分析 に よっ て ，規範ゲーム で は協調は維持 さ

れ な い が ，メ タ規範 を導入 す る こ とで協調が維持

され る こ とが 知られて い る．しか し近年 ，
メ タ規

範が シ ミ ュ レーシ ョ ン の 世代数に対 して 脆弱で あ

る との指摘が なされて い る．我々 は，様々 なシ ミ

ュ レ ーシ ョ ン 条件にお け るメタ規 範の成立条件 を

精査 し， 脆弱性の メ カ ニ ズ ム を探 る．また，メ タ

規範 に よる規範の 成立 を頑健 に す る た め の
「社会

的ワ クチ ン 」 を提案し，そ の 効果 を検討す る．

我々 は，頑健に 協調 を維持す る た め の 方策 と して

「社会的ワ クチ ン 」 の 導入を提案する．ワ クチ ン

とは
一般的に 弱毒化 した病原体を接種す る こ とで

抗体 をつ くり病原体 へ の 感染を予防する こ とを い

う．社会的 ワ クチ ン とは，集団の 中に ご く少数の

常に裏切 り行為を とるエ ー
ジ ェ ン トが存在する こ

とで ，集団全体の 規範を高 く維持す る こ と が で き

る効果をい う．

　メ タ規範に 限 らずジ レ ン マ 状況 で 協調 を達成す

るた め の 仕組み は様 々 な レ ベ ル で提 案 され て い

る．Gilbcrtらは エ
ー

ジ ェ ン トシ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン

の モ デル を抽象度 に よ っ て
， 柚象度 の 高 い 順に

，

Abstract　Models ，　 Middle　 Range 　 Models ，

Facsimile　Models と 3 つ の クラ ス に分類 して い

る．ジ レ ン マ 状況 に お ける 協調 問題 に お い て ，

Abstract　models の 某 本的な知 見は
，

し っ ぺ 返 し

戦略やイ メ
ージ ス コ ア リ ン グで あ ろ う．Middle

Range　models にお い て はオ ン ライ ン 市場 にお け

る評判 シ ス テ ム の 分析が あげ られ る．Facsimile

models とし て は，我々 の 現実社会 に お ける犯罪

に 対す る警察機構 と刑法に お ける懲 罰シ ス テ ム が

あげ られ よ う．

　 しか し ，
こ れ ら は す べ て 裏切 り行為を識別 す る

ため の仕紐み で あ る． こ れ らの 仕組 み は裏切 り行

為を識別 し懲罰す る こ とで 協調の 達 成 を実現 で き

る．問題は 度 協調が 達成 され た 後 に こ そ ある．

それ は，協調 が達成 された の ちに は裏切 りが な い

た め に こ れ らの 裏切 り識別シ ス テ ム が 実際に は 稼

働 しな くな る こ とで あ る．具体的 には ， 裏切 りに

対 して 懲罰的に ふ る まう戦略 と，無条件 に協調的

で あ る戦略 が 区別で きな い た め に
， 懲罰 の コ ス ト

を負担 しな い 戦略が ミ ュ
ー

タ ン トして 侵 入 す る こ

とを防 ぐこ とが で きな い こ とで あ る．そ の た め ，

協調が支 配的 な社会に お い て は寛容 な戦 略が侵入

し拡散 して い く．こ の 状況が続 くと，ある時点で

急速な裏切 り戦略 の侵略 を防 ぐ こ とが で きずに
，

裏切 り戦略が 支配的に なる転換を防 ぐこ とが で き

な い ． こ の 状況 を防 ぐた め に は
， 常に社会に お い

て 裏切 りに 対 して 寛容な状況 を作 り出さな い 緊張

感が必要 とな る．それ こ そ が 社会的ワ クチ ン の 貢

献で ある．

　抽象モ デル の シ ミ ュ レーシ ョ ン 結果 と して得 ら

れ た社会的ワ クチ ン の 効果は 社会 に おけ る どの よ
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うな現象を示唆 し，説明 しうる の で あろうか．ま

た社会的 ワ クチ ン に該当す る存在は現実社会で は

どの よ うな存在 と して 解釈 し，社会 シ ス テ ム を設

計すべ き で あろ うか．

　我々 は
一一

つ の イ ン プリケ
ー

シ ョ ン として，あ る

集団に新規メ ン バ ーの 流入す る際の 審査の厳 しさ

の 適切 な設定を考 え る．新規メ ン バ ー
の流入 に お

い て審査を非常に 厳密 に し， 非協調的な参入者を

完 全 に排除す る こ とで ，
一時的 には 協調 的な状態

を維持するた め に有効で ある が ，前述 の メ タ規範

の 脆 弱性で 触れ た よ うに
， 長期 的 に は非協調 の 侵

入 を許 して しまう．対 して ，あ る程度の寛容性の

ある審査で 非協調の 侵入 を許す こ とで ， 集団が協

調を頑健に 維持する こ とが で きるよ うになる．

こ れ は抽象性が 高 い モ デル だが，こ れ は異分野 と

の共通言語 に な りうる．ア ブ ス トラ ク トモ デ ル が

あるお か げで 問題の 本質を共有で き，それぞれ固

有知識 か ら様々 な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が可能に な

る．そ れ は 社会 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン の
一

つ の 意義に

なるだ ろ う．

　 も う一
つ ア ブス トラク トモ デ ル か らミ ドル レ ン

ジ に 近づ い て い くこ とが 重要だ．ギル バ ー ドの 3

つ の 階層は有名で あ るが，ア ブス トラク トモ デ ル

か ら ミ ドル レ ン ジ に か けて 「現 象 との 接合 」 と

「直感 との 接合 」 に つ い て考え る．社会的ワ クチ

ン モ デ ル は ア ブ ス トラ ク トモ デ ル だが，で は現実

の 社会に応用 で き な い だ ろ うか ．例 えば
， 社会 の

流入 出 に 関す る コ ン トロ
ー

ル 方針に つ い て応用 で

き る，とい う研究 を して い る ．これ は ミ ドル レ ン

ジ に 踏み込 んで い る．

　 さて ，今後で あるが ，抽象モ デル の パ ーツ を多

く用 意す べ きで あ り，
シ ミュ レ

ー
シ ョ ン と実験 と

の接合 も重要だ ろ う．そ の 際 結果の 乖離す ると

こ ろ を見 つ け る こ とが 重要だ ろ う．そ こ か ら社会

に 埋 め 込 まれた メ カニ ズム を掘 り起 こすが で き る

か らだ．例 えぼ社会的 ワ クチ ン の 文脈で い えば正

義が埋 め込 め られて い る こ とを発見で き るか もし

れ な い ．

6 ．マ
ー

ケ テ ィ ン グ ・サ イ エ ン ス の 限 界をABM

は 超え られる か ？

　　　　　　　　　　　　　　　　　 水野　誠

　 マ
ー

ケ テ ィ ン グ ・
サ イ エ ン ス の 限界 をABM は

超 えられるか に つ い て考 えた い ．

　 マ
ー

ケ テ ィ ン グ ・
サ イ エ ン ス は

， 元 々 は OR や

経営科学 を母体 として 生 まれ，主 に計量経済学や

計量心理 学の影響を受けなが ら発展 した．POS デ

ータ の 普及に よ っ て 利用可能なデ
ー

タが増加 した

こ とで
，

マ
ー

ケ テ ィ ン グ ・サ イ エ ン ス の 研究 は大

き く飛躍 した．価格 プロ モ
ー

シ ョ ン は どの よ うな

タイ ミ ン グで 行 うべ きか ，営業部隊へ の 報酬 を ど

う支払 うべ きか ，広告は どれ くらい 打 つ べ きか，

製品の 仕様を どう決 め た らい い か …
さ まざまな

問題へ の 挑戦が なされ て きた．

　 マ ーケテ ィ ン グ ・サイエ ン ス が前提 に して い る

の は
， 対象 とす る シ ス テ ム が 安定 し て い る こ と

（定 常状態 に あ る か ，しば しば均衡 に あ る と仮定

で き る こ と），
シ ス テ ム を外か らコ ン トロ

ール で

きる こ と，そ の ため の 目標を企業は明確に設定で

きる こ と，な どで ある．それ らの 条件が 満た され

れ ば，明確に定義され た 目的関数 を得 る こ とが で

き る の で ，あ とは最適化すれば よ い ．

　 こ の よ うな ス ト
ー

リ
ー

が困難に直面す る よ うに

な っ た 背景に ，マ ーケテ ィ ン グ ・シ ス テ ム を構成

す る重 要な エ ージ ェ ン トで あ る消費者 の 行動が
，

従来の 観点か らは （あ る い はそ もそ も現象として ）

予測不能 に な りつ つ あ る こ とが 挙げられる．そ の

大 きな要因 と して ，イ ノ ペ ー
シ ョ ン に よ り消費者

の 知覚や選好が つ ね に変容 を迫 られ る こ と，消費

者間の社会的相互作用 が無視で きな い ほ ど高 ま っ

て い る こ となどが 考え られ る．これ らは，従来の

マ
ー

ケテ ィ ン グ ・サ イ エ ン ス の 前提を覆 しつ つ あ

る．

そ こ で 代替的なア プ ロ ーチ として 登場 した の が エ

ー
ジ ェ ン トベ

ー
ス ・モ デ ル （ABM ） で あ る ．

ABM は 本来の 性質か らして 消費者問 の 相互作用

を モ デ リ ン グす る の に適 して お り，必ず しも定常
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特別論説
一
社会 シ ミ ュ レー

シ ョ ン ： モ デ ル の 粒度 と現象 の 接合 を探 る

状態や均衡状態に は ない シ ス テ ム で も扱うこ とが

で きる．た だ ， そ の
一方で 「現 実」 に どう適 合さ

せ る か に つ い て ，きちん とした方法論が 未整備で

ある とい う大 きな閊題が 残され て い る．そ もそ も

ABM の 出 自に お い て 「可能 な 世界 」 （Could −

be／Would −bc　WorId ）を扱 うこ とが 期待 され て

い た こ とも，重要 な意味を持っ ．

　 さて ， 本年 1月に電通大 で 行われ た ワ
ー

ク シ ョ

ッ プで 同じようなテ
ーマ が あっ たが そこ で主張 し

た の は 以下 の 三 つ で あ る．
一

つ は
， 過 去 の 研究資

産の 継承 で あ り，遠藤先生 が 主 張 さ れ て い た．二

っ は，ABM が均衡モ デル を超 えるな らタイム ス

ケ
ール の 経験 的妥当性が 問題だ．最後に ，ABM

をデータに フ ィ ッ トする の が統計学に 比べ て い い

加減か もしれ な い ．今年の WEHIA で ，フ ァ ギ

オ ロ が経験的妥当性に 関す るチ ュ
ー

トリア ル を開

い て い たが興味深 い ． もう　つ は，マ ーケテ ィ ン

グの 学者 が
，

ト ッ プジ ャ
ー

ナ ル で こ の 分野 で

ABM を普及 させ て い くた め の サ ーベ イ を し て い

る．こ れ らを テ キス トとす る．

　 フ ァ ギオ ロ か ら．ABM は 均衡 に よ っ て特徴づ

けられ な い ダイ ナミ クス で あ り，新古典派 と は違

っ た パ ラ ダイ ム で ある．新
．
占典派の

・見非現実的

な仮定は事実 として は な く手段 と して 用 い られ て

い る．フ リ
ー ドマ ン の as　if　assumption で ある。

フ ァ ギオ ロ は ABM もそ うい う手段 主 義 の 立場 に

立 っ べ き だ と主 張 し て い る．仮定が 現実的で あ る

か ら ABM が い い んだ とい うの で はな く，　 ABM

で な い と説明で きな い 現実が あ る とい うの が 重要

で ある．

　 そこ で ポ イ ン トとな る の は定型化 され た事実

stylized 　factsで あ る． こ れ を再現する の が A 　B

M に とっ て 重要だ とい うの が彼 の 考え で ある．つ

ま り，何 らか の レ ギ ュ ラ リテ ィ が あ り， しか も，

通常の 標準的なモ デル で は説明で きない
， それ を

再現する， しか も複数説明で きれ ばなお 良い ，

ABM で は初期条件が与 え られ，モ デル を動か す．

そ の結果，時系列 の データが ミク ロ レ ベ ル で も マ

ク ロ レ ベ ル で も生成 され るか ら，それ を何 らか の

統計量 に 置 き換 え て 評価す る方法が標準 的だ ろ

う．そ の 際 何 らか の 現 実 と比較す る が そ の 方法

は い ろ い ろあ る．量 的な ケース もあれ ば，質的な

パ ター
ン を見 る場合 もあ る．さ き ほ ど の 由本 さん

の 抽象モ デル で い えば，
一．一

人 ひ と りの 行動を再現

す る とい うよ りは，経験則 として 知 られて い るよ

うな人間 の 行動パ タ
ー

ン を再現 で きるか とい うこ

とに な る ．こ うい っ た モ デル で は ，質的に説明で

きればよ い の で あっ て ， こ こ で は エ ン ピ リカ ル デ

ー
タ は 必 ず しも要請 されず，む しろモ デル の 頑健

性の 方が 重要に な る．それ に 対 して
， もう少 し現

実の デー
タ に合わせた ア プロ

ー
チ もあ る．例 えば，

パ ラメータを何 らか の 現実 の データ （ア ン ケー ト

で も良 い し実験で も良い ）に当て はめ る，あ るい

は，結果が何 らか の Stylized　facts （例 えば
， 再

現 した い と思 っ て い る価格の 分布）に近 い も の が

で きるように，パ ラメ
ータは 適当に 探索する こ と

もある．あ る い は
， もう少 しデ

ー
タ とモ デ ル の 出

力の 間の 乖離を尺度化 して， GA を使 っ た り，も

っ と簡便な ヒ ュ
ーリス テ ィ クス を使 っ た りして パ

ラメ
ー

タ の 最適化 に よる推定 を行 う場合 もあ る．

あるい は ヒ ス トリカ ル ア プ ロ
ーチ，すなわち ，

．・

同 限 りの 歴史 的事例 を再現 す る と い うこ ともあ

る．

　 こ うい っ た 様々 なアプ ロ ー
チが試行錯誤の 中で

生 み出され た とい っ て も，や は りまだ論点 として

残 っ て い る部分が あ る．そ れ は
，

あ る当て は め た

い 観察結果が通常 は
一

つ 存在す るが，それ に 当て

はめ る こ とに どれだ け意味がある の だ ろうか， と

い うこ とだ．とい うの は我々 が扱お うとして い る

の は
．．
種 の 可能世界で ある とする と，データとい

うの は そ の
一部 で し か な い ． さ ら に

， も し

Stylized　facts を再現 した として も，それ は 必 ず

しもある事柄 を説明 した こ と に な らな い だ ろ う，

こ れらの 論点はな い もの ね だ りの感 もあるが ， フ

ァ ギオ ロ に 言わせ れ ば，新 しい 計量経済学が必 要

だ とい うこ とにな る．

　さ て ，マ ーケテ ィ ン グの 立 場か ら見る とど うな

るだ ろ う．エ
ー

ジ ェ ン トとい う方法 論は い ろ い ろ
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な分 野 で 取 り上 げられ るよ うに な り，
マ

ー
ケテ ィ

ン グの ジ ャ
ー

ナ ル で も特集号が組 まれた りして い

る．Land ＆ Rust の サ
ーベ イ論文 は ヨ

ー
ロ ッ パ

の マ ーケ テ ィ ン グ ・サ イ エ ン ス の ア カデ ミーが 出

して い るジ ャ
ー

ナ ル に掲載された．マ
ーケテ ィ ン

グで ABM を使 っ た研修 は圧倒的 に新製 品 の 普及

と ロ コ ミが 多い．また実務的な意味を含め て イ ン

フ ル エ ン サ
ーの 役割 に っ い て検討 した もの が 多

く， Watts＆ Dots らが有名だ．後 はネ ッ トワ ー

ク外部性を扱っ た研究な どが あ る．

　Land ＆ Rust は ABM を解析モ デル や統計モ

デ ル と並 べ て 紹介 して い る．解析モ デ ル は 現実 を

単純化 し す ぎ る，統計モ デ ル で は 埋 論 と の 結び つ

きが 必ず しもうまくい か ない の に 対 し， ABM は

補完的役割 を果たす だ ろ うと主張 して い る． こ の

論文 は ABM の専門家向けで は な く，マ
ーケテ ィ

ン グの 専門家向け なの で ， 既存の 方法を頭ごなし

に否定する よ うな こ とは して い ない ．単純に言 う

と
，

モ デ ル の
．・般化可能性を追求 す るな ら数理 モ

デ ル が よ い ．解析的 に解 け る範囲 に問題が あ る な

ら，それ で よ い ．
．
方 ，扱 い た い 現象が よ り複雑

なモ デル を要求するな ら ABM だ と言 っ て い る．

つ ま り，どち らが
一般的 に ［Eしい とい うわ けで は

な く，冖的に依存する とい うこ と だ．か な りプラ

グ マ テ ィ ッ クな感 じで ある．

　 それ らを踏まえて彼 らは ABM が適当な領域 を

4 つ 挙げて い る．なか で もABM の 使用が必要条

件 に な る の は，時間を扱 う場合だ と．さ ら に ト分

条件 は エ ージ ェ ン トが適応的に行動す る場合が 当

て はまる と主張 して い る．

　最後 に彼 ら の validation に つ い て の 考え方を紹

介 した い ．彼 らは理論か らモ デ ル が正 し く作 られ

て い る か を verification
，

モ デル が現実に 対 して

整合 して い るか を validation と定義 して い る，

前者 は ソ フ トウ ェ ア 工 学的な話で
， 後者 は フ ァ ギ

オ ロ の 言 う Stylized　fact9．を再現す る，あ る い は，

現 実の デ
ー

タ の 再現 をす る とい う話 に な る だ ろ

う，彼 らは Bass　Model へ ABM を当て は めて い

る．そ の とき に な るべ く特別 な仮定を入 れずに A

BM を構築す ると い うアプ ロ ーチを して い る ，例

えば新製品 の 採用 に つ い て ，
Bass　 model だ と 1i∫

場全体 の普及率の 影響 を受 けて 変わ る の で ，エ ー

ジ ェ ン トで も，
ロ
ーカ ル で は な く全体に 関する知

識を持 っ て い る と仮定 され る．そ うな る とほ とん

ど Bass　model と同 じだが，離散的に な っ て い る

点が 違 うモ デ ル が 作 られ る．それが Bass　model

と同 じ知見を再現で き る とい う validation をや

っ た後 に ，今度 はモ デ ル を少 しずっ 拡張 して い く．

ネ ッ トワ
ー

クを変え る．ラ ン ダム ネ ッ トワ
ークで

は Bass　model と基本的に挙動が 同じ，と こ ろが，

ス ケ
ー

ル フ リ
ーに す る とか な り挙 動が 変 わ る と い

うよ うな こ とをや っ て い る． こ の よ うな ア プ ロ
ー

チは ，すで に伝統的な領域で validation された

もの を拡張 して 少 しずつ 違 う世界 に持 っ て い こ う

とい うア プ ロ ーチで ある．実際 消費者 の ネ ッ ト

ワ
ー

クが ス ケ
ール フ リ

ー
になっ て い るか は簡単に

は 検証で きな い の で ，と りあえずで き る範囲で ，

即ち集計的 な範囲 で や ろ うと な る．こ うい っ た や

り方は，か な り遠慮 した ア ブ n 一チ で ，既存の 領

域に かな り敬意を表 したや り方に なっ て い る．既

存の 世 界 を肯定 して そ こ か ら少 しず つ 可能世 界を

広 げて い こ うとい う．こ うい っ た既存の 研究 か ら

の 拡張 とい う方法は ，あ る意味，そ の分野 の ジ ャ

ーナル に 載せ るた め の 戦略 とみなす こ ともで きる

だ ろ う．

　
一

方で ，やは りABM を使わな い と解 けない だ

ろ うと い う立場か らの 研究 もある．

最後 に 私 の 考え て い る こ とを述べ る． ABM は 基

本的 に プ ロ セ ス 志 向 と言われ て い る．基 本的に均

衡を
．
対象 として い ない と． しか し実際の 多 くの 分

析 は均衡時の 状況 を議論 して い る．そ うな る と，

単な る均衡計算の ア ル ゴ リズム に過ぎな い ．も し

そ うな ら，実は タイ ム ス ケール の 設計が難 し くな

る．つ ま り， 普及過程 に お い て
， 影響が 広が る速

度 と影響を受 けて か ら意思 決定 す る ま で の 速 度の

比率が 変わ るだ けで モ デ ル の 挙 動は だ い ぶ 変わ

る．プロ セ ス を分析す る とな る と複数の モ デ ル の

中に 走 っ て い る時間の 流れ とい うものを，如何 に
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特別論説
一
社会シ ミ ュ レ

ー
シ ョ ン ；モ デ ル の 粒 度 と現 象 の 接 合 を探 る

調整す る の か は ， 実 は ク リテ ィ カ ル に 効い て くる．　 軸で ある．

7 ．発表の 統括

寺野 　隆雄

7 ． 1．は じめ に

　遠藤先生の 話の 中に
「
想 定外の 事象を どう対象

に す る か 」 と い う問題が あ っ た が ，エ ン ジニ ア リ

ン グの 立場か らす る と
「想定」 とい うの は 「デザ

イ ン 要求」 に ほか な らな い ．エ ン ジ ニ ア ある い は

デザイナ は ，「想定 」 が なけれ ばシ ス テ ム を作る

こ とが で きな い ．研究の 日的が 「分析 」 で は な く

「設計や 実現 」 と い う立場か らす る と，「想定 」 が

な けれ ぼ何 も始ま らな い ． したが っ て 「想定 」 を

定め る の は，科学 ・技術 の 問題で は な く社会 の 問

題で あ る とい うの が 私の 考え で あ る．

　 もう
一

つ 重要なの は， 「デザイ ン 」 の 解 は複数

存在す るの が あた りまえ で ある と認識す る こ とで

ある．つ ねに設計問題で は複数の解 の うち どれ を

採用 す るか とい う意思決定問題が付随する． こ れ

は社会 シ ス テ ム 論で も同 じ こ とが 言え る．社会シ

ミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 話 をす る とす ぐに 「将来 の 予測

は で き るの か 」 とい う質問が で る．と こ ろが ，予

測 と占い は 似た よ うにな もの で 「当た る も八卦当

た らぬ も八 卦 」 とい うこ とに な っ て しま う．
「デ

ザイ ン 」 とい う観点で シ ナ リオを評価するた め に
，

社会 シ ミ ュ レーシ ョ ン研究 を考え る こ とが重要 と

なるだ ろ う．

7，2．社会 シミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 規模の 問題 につ い て

　社会シ ミ ュ レ ーシ ョ ン の 粒度 に話題を移 した

い ．図7．1に 示す よ うに 社会 シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン に

は 3 っ の軸が ある ：．
一

っ に は山本先生 が出され

た よ うな抽象度の レ ベ ル を表 し， ア ブス トラ ク ト

なの か ミ ドル レ ン ジ なの か フ ァ ク シ ミ リなの か を

さ す．もう一
つ の 軸 は 規模 の 話で あ り． ミ ク ロ

・

メゾ ・マ ク ロ とい う軸で ある．さ らに三 つ め の軸

は，水野先生 の 問題提起 に あ っ た ような，シ ミ ュ

レ
ー

シ ョ ン の タイ ム ステ ッ プを どうとるか とい う

図 3　社会 シミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 3 つ の軸

　た と え ば
，

ア ク セ ル ロ ッ ドの ノ ル ム の 研 究

（Axelrod，1997 ）は彼の 記述で は 完成 さ れ た もの で

あっ たが，山本先生 の 研究 の ように 時間軸 を伸ば

す とま っ た く別の側面がみ え て くる．時間軸や 時

間ス テ ッ プの 議論 をする ときに注意 しなけれ ばな

らな い の は ， 計算手法 として の 処理 ス テ ッ プ と社

会シ ス テ ム の 時間ス テ ッ プ と は まっ た く別物で あ

る と認識す る こ と で ある．た と え ば
， 組織 シ ミ ュ

レ
ー

シ ョ ン で 人 工 知能の 強化学習 を使用 す る こ と

は多 い ．計算手法 として は，強化学習は収束 ま で

に通常数 卜万ス テ ッ プを要す る．こ れ を， その ま

ま経営学で い う組織学習の 概念 に当 て はめ る と，

人間の意思決定は せ い ぜ い 10ス テ ッ プで収 まる．

計算手法の話 と社会 シ ス テ ム の 話は完全 に分 けな

ければ ならない ．

　規模の 問題 に 話を戻す．す る と
，

ミ ク ロ な レ ベ

ル で 人 間 の 意 思決定 モ デ ル を考察 す る の は 人 工知

能の 話題で あ る．そ こ で は ，完全 な人間 の モ デル

に ど こ まで近づ け るかが課題 で あ る．こ れ は社会

シ ミ ュ レーシ ョ ン の範疇で は ない だろ う．

　
一方 ， 従来は祉会学や経済学の 閊題で あ っ た マ

クロ なレ ベ ル の 対象 に対 して
， 最近 統計力学を

中心 と す る物埋 学 の 方法で接近 で きるよ うに な っ

た． こ れが経済物理 学で あ る．統計力学で は ，エ

ー
ジ ェ ン ト，あ る い は ，粒 f の 数は 10の 23乗 の

レベ ル にな る．　
・
方，社会シ ミュ レ

ー
シ ョ ン で は，
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全阯界の 人間をシ ミ ュ レ ー
トで き た ら規模 の 観点

で はそれ で お しまい で あ る，が，それ は高々 10

の 1 〔糜 な の で
， 本来の 意味で は統計力学 は使え

ない ，統 計力学の レ ベ ル まで 規模 を拡大す る に は．

ひ とりひ とりの 入間が全 1｛1：界の 社会 シ ミ ュ レー
シ

ョ ン モ デル を個別に 使 っ て意思決定す る こ とを想

定すれ ば よい ．す る と ， モ デ ル 全体 に は 10の 20

乗儺の エ ージ ェ ン トが含 まれ るよ うに な る．そ の

結果 とし て ，よ うや く統計力学 の 話 と社会 シ ミ ュ

レーシ ョ ン の話が 規模 の意味で 同等に議論 で きる

ように な る．ち ょ うど 1cc弱 の 気体 に 含まれ る分

子数 と同 じ規模なの だか ら．

　 しか し なが ら ， 現在我々 が社会シ ミュ レ
ー

シ ョ

ン の対象 として最 も得意 とす る の は，それ よ りも

だ い ぶ 少 ない 集団 の 規模， 100 とか 1000 エ
ージ

ェ ン トが 非常に扱い や す い ．もち ろん 100万 工 一

ジ ェ ン トの エ ージ ェ ン ト
・

シ ミュ レ
ー

シ ョ ン もあ

る こ とは あ るが．
一．・

方 ，非常に 不思議で あ る とと

も に さ い わ い なの は
， 経済物理 学の よ うな統計力

学の 技法 が現実 の社会 シ ミュ レ
ー

シ ョ ン に そ の ま

ま適用で き る こ とと，従来の 人工知能の 知識表現

などの 技法が個 々 の エ
ー

ジ ェ ン トの 意思決定 モ デ

ル に つ い て 適用で き る こ とで ある．

7． 3．社会シ ミ ュ レーシ s ン の 抽象度 に つ い て

　社会 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 抽象度に つ い て は
，

こ

れ はナ イ ジ ェ ル ・ギ ル バ ー ト示 した 3つ の レ ベ

ル ： ア ブス トラク ト， ミ ドル レ ン ジ， フ ァ ク シ ミ

リの概念 （図 4）が有用 で ある（Gilbert，2007＞．

　 ア ブス トラ ク トモ デル の 代表例が 「繰 り返 し囚

人 の ジ レ ン マ J ゲ
ーム で あ る（Axelrod，1997）．こ

れ に つ い て は ，彼は 「祉会科学に お け る大腸菌」

とい う表現 を して い る． こ れ は ， そ の機能に つ い

て は，誰 で も理解で き る程度 に単純だが，結果 と

して は
， 複雑な現象が 観測で き ， 社会 ・経済問題

に 関して は，十分複雑な研 究対 象 とな る とい う意

味で ある．ただ し彼 の テ キス トで は，少 し言 い 過

ぎの 感が あ り，本来だ っ た らモ デ ル の仮定の はず

の 議論を結論に 持 っ て 行 っ て しまっ て い る と こ ろ

が あ る．そ の 点で彼 自身フ ラス トレ
ー

シ ョ ン がた

ま っ て い る と思 われ る．

・ 控象モ デル

騾
叫

；

ー．
ー
…

ー

ー『

m

釐…

e ミドル ・レン ジモデノレ 。

e フ ァ クシミリモデル 　！鑓 肇鰹  

譲． 懇 ぎ

譽
騰

烋

図 4　社会 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 抽象度

　
一

方 で ミ ドル レ ン ジ モ デ ル で は，対象問題 に対

して 発現す る典型的な事象 （Stylized　Fac 〔s）　を

うま く説明 で きる こ とが 求 め られ る．た とえ ば，

東大の 西成先生 の 渋滞学の 研究 は ミ ドル レ ン ジ モ

デ ル に 相 当す る．渋滞現 象を流体力学の 技法 を使

っ て 非常に うま く説 開 し， しか も，現 実 の 渋 滞デ

ータ との
…・

致度が 高 い （四成，2006 ）． こ の レ ベ ル

で は ，Stylized　 Factsに閣す る妥 当性 の 評価

（validation ）が 重要 に なる．

　最後は ， 現実 に近 い フ ァ ク シ ミ リモ デ ル とい う

こ と に なる．現実を映す とい う意味で フ ァ クシ ミ

リ と い う用 語を使 う．我 々 の 最近 の 研究例で は，

数 口閲の ス ーパ ーマ ーケ ッ ト中の 人 の 動 きの 渕定

データをシ ミ ュ レ
ータ中の エ

ージ ェ ン トの 動 きを

．．一
致 させ る とい う問題が ある （寺野，2003）． しか

し，見た 凹の 動 き合わせ よ うとす る とパ ラメ
ー

タ

の 調整 に非常苦労す る．さ らに シ ミ ュ レ ーシ ョ ン

の 見た 目の 動 きが 本物か ど うか とい う議論は 常に

付き ま とう．す なわ ち，フ ァ ク シ ミ リモ デ ル で の

シ ミ ュ レ ーシ ョ ン の 役割を考える と，

．一方で説得

力 が 求め られ る の は 確か だが，そ の
一

方 で それ を

聴 く人 が 納得力 を持 っ て い な い と意味が な い ．特

に ス
ーパ ー

マ
ーケ ッ トの 話は誰で もわか るが ゆ え

に，こ の エ
ー

ジ ェ ン トの 動 きはおか しい じ ゃ な い

か とす ぐに突 っ 込み が 入 る．そ うなる と聴 く人が

76

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Association for Social Informatics

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Assooiation 　for 　Sooial 　工nformatios

特別論説
一
社会 シ ミ ュ レ

ー
シ ョ ン ： モ デル の 粒度 と現象の 接合 を探 る

ど れだ け想像力 が あ るかが大事 にな っ て くる．

　 こ れ らの 課題 に対 して
， 私が しば しば主張 して

い る の は，
「恣意的 な結果 も出力で きない シ ミ ュ

レ ー
シ ョ ン モ デル は意味が ない 」 い う こ とで あ る．

とい うの は社会シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン は ，ど こ か で 現

実に設置 させ て おか ない と，もともと信用され な

い と い う性質を もつ か らで あ る．そ の ため には モ

デ ル に 準拠す る限 り恣意的に 操作 も恐れて は い け

ない （寺野 ，2003 ）．さ らに
， 先 ほ どの ミ ドル レ ン

ジモ デ ル の例で ，流体力学の 手法が 非常に うま く

い くよ うに 見え るの は，実は流体力学の よ うな理

論 が うま く合 うよ うな現実 を探 して い るわ けで ，

実際 の 現象か らうま くモ デル を作 っ たわ けで はな

い ．実 は こ の 辺 が理学的な立 場 と工学的な 、γ場の

違い に なる．

7．4．社会シミ ュ レ
ー

シ ョ ンを人に納得させるには

　我々 は，理論 と現実 とい う両方の境界値 に しば

られ て い る状況 で モ デ ル を作 らな けれ ばな らな

い ， こ の 両者を社会シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン が つ な ぐわ

けだが ，そ の つ な ぎ方 は様々 で あ る．問題 は シ ミ

ュ レーシ ョ ン を聴 く人々 を ， 理論か ら納得 させ る

の か，現実か ら納得 させ るの か とい う戦略で ある．

理論で納得 させ る場合 ， 適当なパ ラメ
ー

タ を簡単

化す るとシ ミ ュ レーシ ョ ン 結果が理論結果 ど 致

す る こ と を示す こ とが 重要で ある．現実か ら納得

させ る場合 は，た とえ ば，ス ーパ ーマ ーケ ッ トに

お ける人の流れ をビデオ に撮 っ た もの と
一

致する

こ とを見せ る こ とが重要で ある．一度 ， 理論 もし

くは現実 と
一

致 した シ ミュ レーシ ョ ン を複雑化 も

しくは単純化 して い っ て，どん な結果で も出 して

み る とい う接近法が大切で あ る．

　次の 議論 した い の は リテ ラ シ の 重要性で あ る．

遠 藤先 生 の 話 と関連 して ，共通 言語 を提供 で きる

か とい う問題が あ る ．例 を示 す ，図7．3 は，組織

の 多様性 と効用 との 関係の シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 結果

を 1000 点 ほ ど プ ロ ッ ト した も の で あ る （小

林 ，
2011 ）． こ こ で 変わ っ て い るの は乱数の初期値

の みで あるが
，

1000 点 も表示す る とか な りバ ラ

ける こ とが わか る．こ れが そ もそ も コ ン ピ ュ
ー

タ

シ ミ ュ レ ーシ ョ ン の 特性で ある．私 は
， 現実のケ

ー
ス は

，
こ の よ うに バ ラけた結果の 1点 に相 当す

る と信 じて い る ．うま くい っ た 事例が 富士 フ イ ル

ム で ，失敗 した事例が コ ダ ッ クで ある とい うよう

に．ア ブス トラ ク トも しくは ミドル レ ン ジ の レ ベ

ル で シ ミ ュ レーシ ョ ン結果 の 議論 をす る場合 は ，

こ の ような結果の ば らつ きを認識 した うえで解釈

を与 え なければ な らな い ．
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図 5　組織の多様性 と効用 の関係（小林，2011 ）

　共通言語に つ い て は興味深 い 例が ある．そ れ は

東洋医学に お ける 「
っ ぼ 」 の 概念で ある．体 の ど

の 部分 に刺激 を与え る とどの ように症状が改 善す

るか とい う関連性に つ い て 歴史的に得 られ た貴重

な経験知で ある．と こ ろが ， 鍼灸で は流儀が違 う

とつ ぼ の 位置が 若干異な っ て い る．なぜ だ ろう

か ？ それ に 対 して は 「
っ ぼ 」 は 発明 ・発見 され た

も の だ とい う見解が興 味深 い ．鍼灸師が見 つ けた

相関ル ール は 「
っ ぼ 」 とい う名称が与 え られ た こ

とに よ っ て ，

「身体 の つ ぼ」 と い う概念 の 役割 が

変 わ っ て ，「つ ぼ 」 とい う 「言葉 」 を使 うこ とに

よ っ て，そ の 意味が伝達 しや す くな り，　 部 の鍼

灸師が行 っ て い た東洋医学の 方法が 多 くの人 々 に

とっ て操作可能にな っ た の で あ る．その よ うな共

通 言語 の 役割 が社会 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 方法 に要

求さ れ て い る．

　紙に 記述され た静的な論文 （こ れが 従来の 学問

の 伝達方法で あ る）で は無理だ が，研究者が シ ミ

ュ レ
ー

タ の プ ロ グラ ム を提供 し，他の 研究者が動

的に それを検討する とい うの が 望ま しい．今やパ
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ソ コ ン で か な りの こ とが で き るの で ， 論文で い ろ

い ろな グ ラ フ を見せ る代わ りに シ ミ ュ レ
ー

タを動

か して 研究成果を発表す る わ けで あ る．最近 ，デ

ータの 共有化 が社会問題 に 関する調査研究 に お い

て 大 きな課題 とな っ て い るが，そ の 次の 段階とし

て シ ミュ レ ータの 共有化が必要で ある．社会シ ミ

ュ レ ータそ の もの が共通言語 とな り，「
っ ぼ」 と

して の モ デ ル が非常に重要にな っ て くる の で はな

い か と感 じて い る．

　最後 に ア ーキ テ ク チ ャ と コ ー ド と い う話を す

る，前者は 建造物 の 意味で あるが ， 建築家 に よ る

と空 間 を含 め て ア
ー

キテ クチ ャ と い うそ うだ ．

『
ア

ー
キテ クチ ャ の 生態系』 濱野（2008 ）で は

， 総

体 として の ア ーキテ クチ ャ が人工 物の デザイン の

結果 となる．つ ま り，作 っ た もの が意図せ ざる動

き を した として も，それ を含 めて ア ーキ テ クチ ャ

と言 う．『CODE2 ．0』 （Lessig，2006 ）で は 「コ ード」

と は法律 とか 制度を意味 して い るわ けだ が
， それ

は 思 わ ぬ 副作用 を持 っ て 構わな い し，明文化 して

い な くて もよい として い る．

　要 す る に，社会問題 に関連す る事象は，デザイ

ン し実現 しなければわか らない こ とが 多す ぎる．

イ ン タ
ー

ネ ッ ト然 り， 原発の 事故対応 も実はそ う

だ っ た．そ う考え る と，上 か ら政治 （ガ バ メ ン ト）

が
， 何か を決め る と い うこ れ まで の 社会的な意思

決定に対 して ，下か ら何か をや っ て い く 「ガバ ナ

ン ス 」 の 方が ，こ れか らの 社会 シ ス テ ム を考え る

うえで 有効 だ ろ う．誰か に考えて も らっ て 文句を

言 う社会 に代わ っ て ，自ら引き受 けて 考 え る社会

が 必 要であ る．そ の た め の 道具 として 社会 シ ミュ

レ
ー

シ ョ ン が位置付け られ る．

　 さ らに 言うと，シ ミ ュ レーシ ョ ン は what −if と

か what −would −be が重要で あ っ て ， 如何 に見せ

る か と い うの もシ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン の 重要 さで あ

り，納得力を増す ため に 必 要で あ ろ う．シ ミュ レ

ー
シ ョ ン をやれ ば，それ な りに面 白い 結果が 出る

し ， それ に 対 して，結果の 後付 け の 理 由 も書ける．

論 文に す るな ら，シ ミ ュ レ
ー

タの 妥当性 も重要だ

が，結果を面白 く見せ る こ とも可能だ ろ う．た と

えば worldmapper とい うサ イ トに は世界中の統

計デ
ー

タ を 世界地図上 に 興味深 く表示 して い る．

こ れ もwhat −ifの面 自い 例で ある．

　最後 に，猪瀬直樹 の本 を紹介 す る（猪瀬，2010）．

こ れ は，太平洋戦争の 直前 ， 総力戦研究所 とい う

組織で ，巨堺 初の 大規模ゲーミ ン グシ ミ ュ レーシ

ョ ン を実施 し ， 2年で 敗戦 に至 る とい う結論 を出

した とい う隠れ た 史実に関する もの で ある．戦争

の 開始前に そ の 結論が出た とい うこ とで
『昭和 1

6 年夏の 敗戦 』 とい うタイ トル に な っ て い る． こ

の 本 の 最後 に 著者が こ う書 い て い る． 「悪 い の は

お前だ と特定の 組織が人 をや り薫 に挙げ攻撃 して

も， 彼 らが言 うこ とを聞 くはずが ない ．こ こ は具

体的に こ うおか しい と限定 され た個 々 の 事例 を提

示 し，具体的なデー
タを もとに シ ミュ レーシ ョ ン

を行 っ た うえ で どうで すか と突 きつ け て い かな い

と内閣は 進まない 」 と．こ の ような問題 こそに社

会 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン と い う方法が 非常 に効力を発

揮す る だ ろ う．

8 ．ま とめ

岡 田　勇

　 ワ ーク シ ョ ッ プで は こ の後 2 時間の パ ネル デ ィ

ス カ ッ シ ョ ン が あ っ た が
、 紙面 の 関係で 要点 の み

記 した い 。

　 まず、シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン に は T．学的立場 と理学

的立場の 違 い が重要で あ り、社会科学者の 立場は

後者 に近い との 意見が あっ た 。それに っ い て は、

コ ン ピ ュ
ー

タ で 利用 す るテ クニ ッ ク と社 会 シ ミ ュ

レーシ ョ ン モ デル の 解釈は全 く別物 だ とい う言い

方をしない とい けない か もしれな い 。ただ し、最

右翼 の 立場で は 、 適切 なジ ャ
ー

ナ ル が あ ま り存在

しな い
。 逆 に ABM は あ くま で もッ

ール と 言う立

場か らす る と、既存体系の 中で 位置付けて い く作

業が 求め られ る，

　次 に、シ ミ ュ レ ーシ ョ ン は共通 言語だ と議論が

あ っ た。複数の 異な る学問分野か ら出て きて い る

成果を っ なぎ合わ せ る こ とによ っ て ， あ る意 味創
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特別論説
一
社会シ ミ ュ レーシ ョ ン ： モ デ ル の 粒 度 と現 象の 接

．
合 を探 る

発的な成果を出せ ない の か とい うこ と．日本学術

会議 も，あ る意味非常に保守的な と こ ろ だ が
， 頑

張 っ た らそれな りに受 け入 れ て くれ る．今は扉 は

開 きつ つ あ るだ ろ う．だか らむ しろ大事な の は特

定の領域だ けで やる の で は な く， もちろん
， 余 り

に も飛 びす ぎる と通 じな くな るが，通 じるよ うに

しっ っ ，分野横断 とい う形 で ， 新 し い 創発性 を

（こ こ で 創発 とは シ ミ ュ レ ーシ ョ ン の 創発的な力

を指す）出すべ き で は ない だ ろ うか ．

　 それ に つ い て は、General な解決策 を求 め す ぎ

て い な い か とい う議論が あっ た．ABM が 求め ら

れて い る環境 とか，シ ミュ レ
ー

シ ョ ン が言語 と し

て 通用す る分野 を先に見 つ けて か ら，や っ た方が

現実的で はな い か との見解で ある。さ らに、数理

社会学会の例 も披露された。そ こ で は ゲーム理論

で ABM とい うの が パ ターン化 して い る の が む し

ろ問題だ と思 う．なぜ そ こ で閉 じ込め るの か．昔

は，社会学で ゲーム 理 論を使 うの はむ しろ疑問が

あ っ て ，そ うじ ゃ な い ，例 え ば相互 交換モ デ ル を

使 っ て 社会 を説明で きるの で は ない か と思 っ て研

究を始めた．なぜか数理 社会学会は もの す ご くゲ

ーム理論が 好 きなの で ， ゲーム理論 じゃ ない の は

なぜ で す か とい う質問が出る くらい ．っ ま り，ゲ

ーム理論で い ろ い ろなシ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン をや るの

は もち ろん止 しい が ， 余 りに もそ こ で 硬直 しち ゃ

うと，む し ろ
．
可能性 を狭め る こ とに な る．だか ら，

開 い た り閉じた りい ろん なこ とをや りなが ら相互

参照 しま し ょ う，広 い コ ミュ ニ テ ィ を作っ て い く

こ とが ，求め られて い る と感 じて い る．そ の とき

に，分野が違 うと同 じ シ ミュ レ
ー

シ ョ ン で も随分

間隔が違 う．しか し，シ ミ ュ レ ーシ ョ ン と い う共

通 項に よ っ て ， 我 々 は語 りあ え る．こ の ブリ ッ ジ

ン グに よ っ て ，断絶は して い な い があ る程度相転

移 して い くよ うな仕組み が 作れ る の で は ない か ．

　 ただ し、現状 は そもそも ア
ー

キ テ クチ ャ が定 ま

っ て ない ，方法論が確立 して い な い 現状で は，い

ろ い ろ な モ デル が存在す る とい うの は望 ま しい 姿

で ある． 「選択 と集 中」 で モ デル を洗練化する の

で はな く，

「バ ラ マ キ と選択 」 い う方法で よ い と

の見解も出され た．良 い モ デル は 自然に 残 っ て い

くと い うの が 進化論的な思想 で あ る．論文誌 に つ

い て 言 え ば，た とえ ば JASSS （Journalof

Artificial　Societies　and 　Social　Sirnulation）誌で

は ソ
ー

ス コ
ー

ド の 公 開 を 求 め た り し て い る ．

AgentSheets とい っ た単純 なッ
ール が 普及 しだ

した理 由の ひ とつ は ，
モ デ ル の ア

ー
カ イ ブ作 っ て

財産を蓄積 して い る こ とだ ろ う．

　我 々 が書 い た 論文の デ ィ フ ェ ン ス に つ い て は，

洗練さ れ た論文を読ん で 勉強す る よ りは
，

た と え

た た か れ て も問題 の 対象領域 の 学会 へ 出て い くべ

きで あ る．とい うの は，社会経済分野 の 学界 は閉

じた コ ミ ュ ニ テ ィ に な りが ちなの で ， 新 しい 原理

を もっ て ，そ こ を こ じ開 ける に は， とにか く発言

する こ とと何が悪 い か を言 うこ とが大事だ と感 じ

て い る．

　一方で、シ ミュ レ
ー

シ ョ ン の 使 い 道 はそ の 辺 で

終 わ っ て しま うの で はな く，設計論 まで 行 くべ き

で は な い か と の 意見や 、逆 で ，設計論に収 ま ら な

い と こ ろが あるか ら面rlい との 意見が 1｛lil！した．

ただ し、人 間はそれ 自身が シ ミュ レ
ー

シ ョ ン を し

て い る
一

方 ， 進化ゲーム の 理論で は 人間は せ い ぜ

い 昆虫程度の 知能 しか持た な い ．な らばABM で

簡 甲に シ ミ ュ レ ー
トで きて 良か っ た となる，人閊

を含む と メ タ ABM が 必 要 に な っ て くる．理 論 上

はす ご く而自い が，そ の よ うな拡張 もあ りだ し興

味深 い との議論が 出た．

　編者 として は
、 共通 の 認識 に立 っ て い る部分 と

か み合 っ て い な い 部分が 見 られ、まだ まだ研究 の

積み上 げは必 要だ との 印象を持っ た 。
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