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•第三部：地球が養える最大人口
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環境問題の一つとしての人口問題

1. 人口増加の実態 

• 有史以来の地球人口の推移 

2. 数理モデルを用いた人口増加の予測 

• 簡単な個体群動態モデル 

• 齢構造モデル 

3. 地球はどれだけの人間を養えるか
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人口動態の理解の重要性
過去 200年、地球人口はかつてないほどの速度で増加し続けている

しかし、一部先進国では少子高齢化が急速に進んでいる

人口構成の急激な変化は、社会・経済体制に甚大な影響を及ぼす

少子高齢化をもたらすメカニズムを理解することは、将来を見据えた
対策を立案する上で不可欠

数理モデルを用いて人口動態予測を行う方法を理解する

シミュレーション実験を通じて、効果的な少子高齢化対策を探る

人口動態の実態を正しく理解する
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2014 年　　　72 億 
2006 年 65 億 
2003 年 63 億 
2002 年 62 億 
2000 年 60 億 
1986 年 50 億 
1974 年 40 億 
1960 年 30 億 
1930 年 20 億 
19 世紀半ば 10 億 
1600 年頃   5 億 
紀元 0 年前後   2~3 億

地球人口の推移
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過去 2000 年間の世界人口
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局所的な人口推移　イギリスの例

世界の人口第2版　河野 2000 より
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局所的に見れば人口は必ずしも増加し続けるわけではない



局所的な人口推移　日本の例
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局所的に見れば人口は必ずしも増加し続けるわけではない
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日本人口の年齢構成

1920年 2010年

国立社会保障・人口問題研究所　より 
http://www.ipss.go.jp/

人口動態は年齢構成に強く影響される
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日本人口の年齢構成

国立社会保障・人口問題研究所　より 
http://www.ipss.go.jp/ 10
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基礎用語

出生率　女性が産む子供の数の指標。年齢に依存

合計特殊出生率 total fertility rate TFR
一人の女性が生涯に産む子供の数の指標 
日本女性の TFR は 1.43（2017年）

人口の置換水準、置換率

人口が増えも減りもしない状態を維持するために必要な
合計特殊出生率のこと 
死亡率が高ければ置換水準も高くなる 
死亡率が十分低い先進諸国では概ね 2.1 程度
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日本女性の合計特殊出生率

http://www.ipss.go.jp/syoushika/seisaku/html/111b1.htm
国立社会保障・人口問題研究所　少子化情報ホームページより
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人口転換

欧米先進諸国において、 
18 ~ 19世紀の死亡率低下と 19 ~ 20世紀の出生率低下がもたらし
た人口増加パターンを人口転換 demographic transition と呼ぶ

多産多死 多産少死 少産少死

死亡率の低下 出生率の低下

人口増加率は小またはゼロ 人口増加率は大 人口増加率は小またはゼロ
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人口転換の例

世界の人口第2版　河野 2000 より
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人口転換の概念

高出生率・高死亡率　＝　低成長率

高出生率・低死亡率　＝　高成長率

低出世率・低死亡率　＝　低成長率

出生率と死亡率（ 生存率）は社会の発展につれて変化するという経験則

これらの転換がいつ起こるのかを正確に予測することは困難。 
国毎にどの段階にあるかまちまち（経済状況・政治体制等の違い）なの
で、地球全体の人口の将来予測は極めて困難。
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人口転換説

社会・経済の発展により、人口は3つの段階を経て推移すると考える説

死亡率低下が始まる時期、出生率低下が始まる時期は、国や地域が置かれ
た経済的・政治的・文化的状況に強く依存する

少産少死の段階に至った後、人口はどのように推移するのか？

少子高齢化の根本問題

人口統計学的事実に基づく経験則であるが、多くの事例を包括的に説明

少子化　＝　合計特殊出生率が人口置換率を下回る状況

16



地球全体の人口はほぼ一貫して増加し続けている

今後、どのように増加するだろうか？
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人口動態のモデル

モデル：複雑な現象をより良く理解するための理想状況

数理モデル：理想化された状況を数式で記述したもの

各個体が一定の時間間隔毎に同期して分裂して 2 個体になる過程を繰り返す
仮想的な生物集団

時刻 t 0 1 2 3
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個体数の時間変化
時刻 t での個体数を Nt と書くと、単位時間に 1 個体は 2 個体に分裂

初期個体数が N0 のとき、

単位時間内に同期して 2 個体に分裂するという仮定に基づくモデル

より一般的に、1 個体が単位時間に r 倍に増殖すると仮定すれば、
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r >1 の時、集団サイズは時間とともに増加（指数増加）

0 < r <1 の時、指数減少

集団に新たに
加わる個体数

生き残る
個体数

正味の増加率

指数モデル
単位時間内に各個体が b 個体の子供を生み、生存確率 s で生き延び
る仮想的な生物集団

r : マルサス係数
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指数モデルの例

{1, 1.1, 1.21, 1.331, 1.4641, 1.61051, 1.77156, 1.94872, 2.14359, 2.35795, 2.59374, …
80.1795, 88.1975, 97.0172, 106.719, 117.391}

r = 1.1, N0 = 1 の場合 Nt = N0 rt Nt =  1.1t

時刻 t
21
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両辺の対数をとって

指数増加の場合、個体密度の対数は時間 t に比例して増加

時刻 t 時刻 t

対数スケールのグラフは直線となり、傾きは log r 

r = 1.1 の指数増加
左図を対数スケー
ルで描いたもの

傾きは log 1.1 = 0.095

対数スケール
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logNt = logN0 + t log r
<latexit sha1_base64="eRRLeEioSyiFBOMH3qKxnlhRHSA=">AAACg3ichVHLSsNAFD1Gq7W+qm4EQYJFEYRyWwVFUAQ3rqQ+2goqJYljDaZJSKaFWty58gdcuFIQUZf6B278ARd+grhUcOPC2zQgKuoNmTn3zD13zszormX6kuixSWluibS2RdtjHZ1d3T3x3r6c75Q9Q2QNx3K8dV3zhWXaIitNaYl11xNaSbdEXt9bqK/nK8LzTcdek1VXbJW0om3umIYmmSrEhzYtp6guFaQ6q4aQ1HFVNhKvEE9QkoJQf4JUCBIII+PEL7CJbTgwUEYJAjYkYwsafP42kALBZW4LNeY8RmawLnCAGGvLXCW4QmN2j8ciZxsha3Ne7+kHaoN3sfj3WKlihB7okl7onq7pid5/7VULetS9VHnWG1rhFnqOBlbf/lWVeJbY/VT96VliB9OBV5O9uwFTP4XR0Ff2j19WZ1ZGaqN0Rs/s/5Qe6Y5PYFdejfNlsXKCGD9A6vt1/wS5dDI1kUwvTybm58KniGIQwxjj+57CPBaRQZb3PcQVbnCrRJRxJa1MNkqVplDTjy+hzH4Ae9aS+g==</latexit>

Nt = N0r
t
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大腸菌の増殖例
個体密度が指数的に変化しているかどうかを見るには、対数スケールに注目す
る。指数的に変化するなら直線になるはず。

Brown and Rothery 1993
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地球全体の人口増加

では、どのように人口は増加してきたのか？
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2000 年前の推定人口は 2.5 億。
現在 (2000 年時）の人口が 60 億となる増加率 r は？

毎年 0.159% の増加を 2000 年間継続すれば 2.5 億から 60 億に達する

地球人口は指数モデルに従うか

毎年 r 倍に指数増加するモデル解
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r = 24
1

2020 = 1.00159
<latexit sha1_base64="aUjDLkaCfgxuKeRWh3O6U3c9WiE=">AAAChnichVHLSsNAFD3GV62vqhvBTbUorspNVHyAUnDj0ldV8FGSONVgmoQkLWjoWvAHXLhSEBFxqx/gxh9w4SeISwU3LrxJA6Ki3mFmzpy5586ZGc0xDc8neqyT6hsam5oTLcnWtvaOzlRX94pnl11d5HXbtN01TfWEaVgi7xu+KdYcV6glzRSr2t5suL9aEa5n2Nayv++IzZK6YxlFQ1d9pgqpfjc9nVZGt4KNoqvqgVwNFFKoWmVWzhLJY5OFVIYYhZH+CeQYZBDHvJ26wAa2YUNHGSUIWPAZm1DhcVuHDILD3CYC5lxGRrQvUEWStWXOEpyhMrvH4w6v1mPW4nVY04vUOp9icndZmcYgPdAlvdA9XdETvf9aK4hqhF72edZqWuEUOo96l97+VZV49rH7qfrTs48iJiKvBnt3Iia8hV7TVw6OX5amFgeDITqjZ/Z/So90xzewKq/6+YJYPEGSP0D+/tw/wYqSlUeyysJoJjcTf0UCfRjAML/3OHKYwzzyfO4hrnGDWykhZaUxabyWKtXFmh58CSn3AYFxk1U=</latexit>

r2000 = 60/2.5 = 24
<latexit sha1_base64="Y/WtFBbM8yaWyfbnoHu45RA24b0=">AAACe3ichVHLSsNAFD2N7/poVRDBTbEoIlJvY30gKAU3LuujKvgoSRw1NE1Ckha0+gP+gAtXFkSk/oUbf8CFnyAuFdwoeJsGREW9w8ycOXPPnTMzqm3orkf0EJIaGpuaW1rbwu0dnV2RaHfPmmsVHU1kNcuwnA1VcYWhmyLr6Z4hNmxHKAXVEOtqfqG2v14Sjqtb5qp3aIvtgrJv6nu6pnhM5aJ9zk5ZJqKT2FxsisblxCQDOZWLxilBfsR+gmQA4ggiY0WvsIVdWNBQRAECJjzGBhS43DaRBMFmbhtl5hxGur8vcIIwa4ucJThDYTbP4z6vNgPW5HWtpuurNT7F4O6wMoYhuqdreqY7qtIjvf1aq+zXqHk55Fmta4Wdi5z2r7z+qyrw7OHgU/WnZw97mPG96uzd9pnaLbS6vnR09rwyuzxUHqYKPbH/C3qgW76BWXrRLpfE8jnC/AHJ78/9E6zJieREQl5KxdPzwVe0YgCDGOH3nkYai8ggy+ceo4IqbkLvUlwalcbqqVIo0PTiS0iTHwa/j5c=</latexit>

60 = 2.5r2000
<latexit sha1_base64="PgUiHauavBDXCid2FDSZTBbRvBs=">AAACdnichVHLSsNAFD2Nr1ofrboRBAmWqqtyW58IiuDGpa1WBR8lidMaTJOQpJVa/AF/wIW4UFARP8ONP+DCTxCXCrpw4W0aEBX1DjNz5sw9d87MqLahux7RQ0hqam5pbQu3Rzo6u7qjsZ7eVdcqO5rIaZZhOeuq4gpDN0XO0z1DrNuOUEqqIdbUvYX6/lpFOK5umSte1RZbJaVo6gVdUzym8rGeSZJn5XRyQna2a2kiOszH4pQkP+SfIBWAOIJYsmJX2MQOLGgoowQBEx5jAwpcbhtIgWAzt4Uacw4j3d8XOESEtWXOEpyhMLvHY5FXGwFr8rpe0/XVGp9icHdYKSNB93RNz3RHN/RI77/Wqvk16l6qPKsNrbDz0aP+5dd/VSWePex+qv707KGAad+rzt5tn6nfQmvoKwfHz8sz2URtmM7pif2f0QPd8g3Myot2kRHZE0T4A1Lfn/snWE0nU2PJdGY8Pj8XfEUYAxjCKL/3FOaxiCXk+Nx9nOISV6E3aVBKSCONVCkUaPrwJST6AEXrjnM=</latexit>

Nt = N0r
t

<latexit sha1_base64="jFoCADnGYsuAidjATk9eletC4BM=">AAACcHichVFNLwNBGH66vuujxaWJg6Uh4tC8RUIkROLi1NRHkVDN7hpsbHfX7rQJjT/gDzi4qERE/AwXf8DBTxA3JC4O3m43EQTvZGaeeeZ93nlmRnct05dEDxGlobGpuaW1Ldre0dkVi3f3rPpOyTNEznAsx1vXNV9Ypi1y0pSWWHc9oRV1S6zp+/O1/bWy8HzTsVfkoSvyRW3XNndMQ5NM5TMFqc6omQKp3pYsxJOUoiDUnyAdgiTCyDrxK2xiGw4MlFCEgA3J2IIGn9sG0iC4zOVRYc5jZAb7AseIsrbEWYIzNGb3edzl1UbI2ryu1fQDtcGnWNw9VqoYonu6phe6oxt6pPdfa1WCGjUvhzzrda1wC7GTxPLbv6oizxJ7n6o/PUvsYCrwarJ3N2BqtzDq+vLR6cvy9NJQZZgu6In9V+mBbvkGdvnVuFwUS2eI8gekvz/3T7A6lkqPp8YWJ5Jzs+FXtKIPgxjh957EHBaQRY7PPcApzlGNPCsJpV8ZqKcqkVDTiy+hjH4AnC+N1w==</latexit>



縦
軸
は
対
数
表
示

過去2000年間人口は指数増加よりも急速に増加している！

2.5 億

60 億

年間 0.159%
の指数増加

過去 2000 年間の人口推移（半対数表示）

26



ロジスティックモデル
マルサス係数 r が一定であれば指数モデル (r > 1で指数増加)

マルサス係数 r が個体密度 Nt に比例して減少する場合

（食料不足・環境悪化等などの密度効果）

この時、個体密度はロジスティック成長 logistic growth を示す
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ロジスティック成長

{1, 1.04895, 1.10024, 1.15398, 1.21028, 1.26926, 1.33103, 1.39572, 1.46346, 1.53439, 1.60864, 
1.68635, 1.76768, 1.85278, 1.94182, 2.03495, 2.13235, 2.23419, 2.34066, 2.45194, 2.56823, 
2.68971, 2.8166, 2.9491, 3.08743, 3.23179, ... ,  47.619}

r = 1.05, a = 0.001

N0 = 1.0

Nt log Nt

Year Year
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ロジスティック成長の上限

に従う数列の極限

環境収容量

年間変化 Nt = K の時ゼロ
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ロジスティック成長の実例

Paramecium aurelia

ゾウリムシの個体群動体

30

Image from http://mtlab.biol.tsukuba.ac.jp/www/
PDB/Images/Ciliophora/Paramecium/aurelia/

Case 2000 より

環境は有限なので指数増加は永遠には続かないはず



最後の審判日モデル
マルサス係数 r が個体密度 Nt に比例して増加する場合

{1, 1.05105, 1.10476, 1.16128, 1.22076, 1.28337, 1.34926, 1.41864, 1.49168, 1.5686, 1.64962, 1.73495, 1.82486, 
1.9196, 2.01945, 2.12471, 2.23568, 2.35271, 2.47616, 2.60641, 2.74386, 2.88896, 3.04217,  ... }

r = 1.05, a = 0.001 N0 = 1.0

Nt log Nt

Year Year

有限時間で個体密度は発散
31

「新人口論−生態学的アプローチ」 
農山漁村文化協会 1998 
Joel E. Cohen著 重定・瀬野・高須共訳



人間の数の増加

地球人口は指数増加よりも急激に増加している！

「新人口論−生態学的アプローチ」 
農山漁村文化協会 1998 
Joel E. Cohen著 重定・瀬野・高須共訳

32



モデルの検討

マルサス係数 r は定数ではなく、時代もしくは社会情勢に左右される。

人間集団には様々な齢の個体が存在。若齢者が多い集団とそうでない集団では当然、
個体数（人口）の変化も異なるはず。上記モデルは齢構造を無視

成長の限界である環境収容量はどれだけか不明

有限時間で人口は発散

指数モデル

ロジスティックモデル

最後の審判日モデル
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人間集団には様々な年齢の個体が存在し、生存率や出生率は年齢毎に異な
る。具体的な人口予測をするには集団の齢構造を考慮する必要がある。

人口増加の予測モデル

日本人口の齢構造

国立社会保障・人口問題研究所   http://www.ipss.go.jp/  
1931年 2000年
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齢構造モデル

x 齢の個体は 1 年後、生存確率 Px で x+1 齢になる（時間の単位は年）

x 齢の個体が産む子供のうち 1 歳まで成長する数は fx

年齢 i の人口を ni とする ( i = 1, 2, 3, ... )
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n1 n2 n3 n4 nω-1 nω

P1

P2 P3 P4 Pω-2 Pω-1

t

n1 n2 n3 n4 nω-1 nω

...

t + 1

 f1  f2
 f3  f4

 fω-1

 fω

ω 歳以上をひと括りに
する場合

Pω
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生存に関する式

出生に関する式

ベクトルと行列の形式で表記すると

レスリー 行列（ Leslie ）: 出生率や死亡確率（生存確率）のデータから推定

nx(t+ 1) = Px�1nx�1(t) x = 2, 3, · · · ,! � 1
<latexit sha1_base64="x6WaEioJNtdHOptEaswSkhZf5iQ=">AAAConichVHLSiNBFD22z4mvqJsBN41RiaihOgozDDgIbsRVYowKRpruThkb+2V3JUSDPzA/MAtXKiLiZ7jRreLCTxCXCm5ceNNpEBX1FlX31Ln33LpVpXuWGQjGbpuk5pbWtvaOH7HOru6e3nhf/3Lgln2D5w3Xcv1VXQu4ZTo8L0xh8VXP55qtW3xF35qrx1cq3A9M11kSOx5ft7WSY26YhiaIUuMzjlpNinFlTJ6RM2qtOqnsOQ2XFGNyYbusFeUqxdIT8tSEXDCKrgjIuzYvaZOKGk+wFAtN/giUCCQQWcaNn6CAIlwYKMMGhwNB2IKGgMYaFDB4xK2jRpxPyAzjHHuIkbZMWZwyNGK3aC3Rbi1iHdrXawah2qBTLJo+KWWMsBt2yh7YBTtjd+z501q1sEa9lx3yekPLPbX338/c07cqm7zA5qvqy54FNvA77NWk3r2Qqd/CaOgru/8fcn8WR2qj7JDdU/8H7Jad0w2cyqNxnOWL+4jRByjvn/sjWE6nlKlUOjudmP0bfUUHBjGEJL33L8xiHhnk6dwjXOIK19KwtCBlpVwjVWqKNAN4Y1LhBW1ynYs=</latexit>

n1(t+ 1) = f1n1(t) + f2n2(t) + · · ·+ f!n!(t) =
!X

x=1

fxnx(t)
<latexit sha1_base64="rQV1xcEDzQzOlH4Rqj0MF5p0+Wg=">AAACxnichVHLSiNBFD3p8TXR0ehsBtw0ExRFCNVRUIQMwmxcmsSoYLTpbiuxsV90V8c4QZj1/MAsXCmIiJ/hYuYHXPgJg7hSdOPC2w8QFZ1quuqec+65datK9ywzEIxdZqQPXd09vX0fs/0DnwaHcsMjK4Eb+gavGa7l+mu6FnDLdHhNmMLia57PNVu3+Kq+8z3SV1vcD0zXWRZ7Ht+wtaZjNkxDE0SpOc1RlQkxpUzKJbmhKnIMJ+UpAkUCxQTUjS1XBDFbd23e1EhKgkgvyfUgtNVOu6Tsb6Z6Q21TTptkNZdnBRYP+XWgpEEe6VhycyeoYwsuDISwweFAUGxBQ0DfOhQweMRtoEOcT5EZ6xz7yJI3pCxOGRqxOzQ3Ca2nrEM4qhnEboN2sej3ySljjF2wU3bD/rIz9o89vFmrE9eIetmjVU+83FOHfn2p3v/XZdMqsP3kerdngQbm4l5N6t2LmegURuJv/fh9U52vjHXG2RG7ov4P2SU7pxM4rVvjuMwrB8jSAygvr/t1sFIsKNOFYnkmv/AtfYo+jOIrJui+Z7GARSyhRvv+wTXucC8tSo4USrtJqpRJPZ/xbEg/HwHV5qpy</latexit>

2

66666664

n1(t+ 1)
n2(t+ 1)
n3(t+ 1)

...
n!�1(t+ 1)
n!(t+ 1)

3

77777775

=

2

6666664

f1 f2 f3 · · · f!�1 f!
P1 0 0 · · · 0 0
0 P2 0 0 · · · 0
0 0 · · · · · · · · · · · ·
0 · · · 0 P!�2 0 0
0 0 · · · 0 P!�1 P!

3

7777775

2

66666664

n1(t)
n2(t)
n3(t)
...

n!�1(t)
n!(t)

3

77777775

<latexit sha1_base64="UAQF3kUc7jW3KFmBcNptpc+PCWc=">AAAEa3ichVHNbtNAEJ66KZTw05ReEHCwiFIVVURrBwmEBKrEhaPbkrZSNrJsZ+1a9Z/sTaRg+QU4cuFQLiAhhHgMLrwAhz4CQpyKxIUD47WbKGkaxvLuzDfzzc+OGXluwgk5WZAWK0uXLi9fqV69dv3GSm315l4S9mOLta3QC+MD00iY5waszV3usYMoZoZvemzfPHqe+/cHLE7cMHjJhxHr+oYTuLZrGRwhfVVaoh6zeYeazHGD1IhjY5ilViYHurLBN5X7MqWBro7V1plKB72QJwJLaegzx3igZGdOpBeYACgLemVqGrvOIe/KT+XqzMJCMltX5HXZ1lVxtvCklqiWm+NqwiwsrKkJEin/EaEAKM1vTWScEVK4J8ALlSJ2Ir82akrNpkrOiRUDaOUAM95o3mZGexltZc5OpjYyYx96rU6aRIh8XlFKpQ6laGHtE1DoQQgW9MEHBgFw1D0wIMGvAwoQiBDrQopYjJor/AwyqCK3j1EMIwxEj/B00OqUaIB2njMRbAurePjHyJShQb6Tz+SUfCNfyA/y98JcqciR9zLE2yy4LNJXXt/a/fNflo83h8Mxa27PHGx4LHp1sfdIIPkUVsEfvHp7uvtkp5Gukw/kJ/b/npyQrzhBMPhtfdxmO8dQxQUo0899XtlTm0qrqW4/rG89K1exDHfgHmzgez+CLXgBGrTBkjzpjXQsvVv8VVmr3K7cLUKlhZKzBhNSafwDee8tiA==</latexit>

n!(t+ 1) = P!�1n!�1(t) + P!n!(t)
<latexit sha1_base64="tK4pNBBl6hO800+S9I7IGx1ou5E=">AAACp3ichVFNS+tAFD3Gr1p9tupGcBMsSou8MqmCIiiiG3fWj9aCSkjiWIP5IpkWtPgH/AMuXCmIij/Djau3e6g/QVwquHHhbRLwPcX3bsjMmXPvuXNmRvcsMxCMPbRIrW3tHZ2JrmR3z4/eVLqvvxy4Nd/gJcO1XL+iawG3TIeXhCksXvF8rtm6xdf1vYVmfr3O/cB0nTWx7/EtW6s65o5paIIoNT3vqJuuzataVowpOXlGLqqNiPipHDp/4KzIyWOUjQj5Q5ZT0xmWZ2HIX4ESgwziKLrpC2xiGy4M1GCDw4EgbEFDQN8GFDB4xG2hQZxPyAzzHIdIkrZGVZwqNGL3aKzSaiNmHVo3ewah2qBdLPp9UsoYYb/ZFXtmt+yaPbK3b3s1wh5NL/s065GWe2rqaHD19b8qm2aB3Q/VPz0L7GAq9GqSdy9kmqcwIn394Ph5dXplpDHKztgT+T9lD+yGTuDUX4zzZb5ygiQ9gPL5ur+CciGvjOcLyxOZudn4KRIYwjCydN+TmMMiiijRvpf4hTvcSzlpSSpLlahUaok1A/grJO0dBgShWQ==</latexit>

齢構造モデル



生存率 Pi および出生率 fi が定数である場合、行列 A は定数行列となり

齢構造モデルの性質

λi は行列 A の固有値、ei は固有ベクトル、ci は初期分布 n(0) で決まる定数 
(i = 1, 2, 3, ..., ω)

この式は解析的に解ける（線形代数）
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n(t+ 1) = An(t)
<latexit sha1_base64="n7evhjIYcSwDvBZ9jeRgc0851t8=">AAACj3ichVG7SgNBFD2u7/hI1EawWQyKDwizKiiCErHRTo1RQSXsrpNkcV/sTgIa8gNWdhZWCiJib6tg4w9Y+AliGcHGwpvNii/Uu+zMmXPvuXNmRnNNwxeMPdRJ9Q2NTc0trZG29o7OaKyre813Cp7O07pjOt6GpvrcNGyeFoYw+YbrcdXSTL6u7c5X8+tF7vmGY6+KPZdvW2rONrKGrgqiMrGRLUsVeS1bsstDYlQZlmfkd2auLH9ODmdicZZgQcg/gRKCOMJYcmLn2MIOHOgowAKHDUHYhAqfvk0oYHCJ20aJOI+QEeQ5yoiQtkBVnCpUYndpzNFqM2RtWld7+oFap11M+j1Syhhg9+yCVdgdu2SP7PXXXqWgR9XLHs1aTcvdTPSgN/Xyr8qiWSD/ofrTs0AWU4FXg7y7AVM9hV7TF/ePKqnplYHSIDtlT+T/hD2wWzqBXXzWz5b5yjEi9ADK9+v+CdbGEsp4Ymx5Ip6cDZ+iBX3oxxDd9ySSWMAS0rTvIa5wjRupS5qUZqVkrVSqCzU9+BLS4huD4pk+</latexit>

n(t) = An(t� 1) = AAn(t� 2) = AAAn(t� 3) · · ·
<latexit sha1_base64="n6orT+wGt5xqyGQMZUhH9WFJVSE=">AAAC8HichVHNSsNAEJ7Ev1p/WvWg4CValHqwbFpBEZSKF4/1pyrYUpJ024bmj2RbqKUvoA+g4EEqiKiP4cUX8OAjiCdR8OLBaRpRW6qz7O7MN/PNfrsrW5rqMEIeOb6ru6e3z9fvHxgcGg4ER0Z3HbNkKzSpmJpp78uSQzXVoEmmMo3uWzaVdFmje3JxvZHfK1PbUU1jh1UsmtalvKHmVEViCGWCxyldYgU5VzVqYTYnrAhf8VpN+JmaFzskW+uiHes6MWJzQkrJmszJBEMkQlwT2h3Rc0LgWcIMXkEKsmCCAiXQgYIBDH0NJHBwHIAIBCzE0lBFzEZPdfMUauBHbgmrKFZIiBZxzWN04KEGxo2ejstW8BQNp41MAWbIA7kmr+Se3JIn8tGxV9Xt0dBSwV1ucqmVCRxNbL//y9JxZ1D4Zv2pmUEOllytKmq3XKRxC6XJLx+evG4vb81UZ8kFeUb9dfJI7vAGRvlNudykW2fgxw8QW5+73dmNRsRYJLq5EIqvel/hg0mYhjC+9yLEYQMSkMRzX7hxTuCmeJs/5c/5erOU5zzOGPwy/uYTgU689A==</latexit>

n(t) = Atn(0)
<latexit sha1_base64="PS2eJD91blWuHR8xRjvFxS2RlBA=">AAACkHicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQtox+QmlmQkpVXn1WqUaCrYKsD4jrVxJQpIkgaaXPECygZ6BmCggMkwhDKUGaAgIF9gOUMMQwpDPkMyQylDLkMqQx5DCZCdw5DIUAyE0QyGDAYMBUCxWIZqoFgRkJUJlk9lqGXgAuotBapKBapIBIpmA8l0IC8aKpoH5IPMLAbrTgbakgPERUCdCgyqBlcNVhp8NjhhsNrgpcEfnGZVg80AuaUSSCdB9KYWxPN3SQR/J6grF0iXMGQgdOF1cwlDGoMF2K2ZQLcXgEVAvkiG6C+rmv452CpItVrNYJHBa6D7FxrcNDgM9EFe2ZfkpYGpQbMZQBFgiB7cmIwwIz1DYz2jQBNlBztoVHAwSDMoMWgAw9ucwYHBgyGAIRRo70SG7QwHGA4yCTFZMNkzOUKUMjFC9QgzoAAmLwA7m5mE</latexit>

n(t) = Atn(0) = c1�
t
1e1 + c2�

t
2e2 + c3�

t
3e3 + · · ·+ c!�

t
!e!

<latexit sha1_base64="yPJClNYbWOoMPrn9KTaJDAxXBII=">AAADJHichZHPaxNREMdnt2pr/NFYL0IvS0OkIoTZTaFSqFS8FHrpr6SFbl3evrwkS/YXuy+BGvIP+A948KTQivSP8ODFgzfpoZfexWOEXnpw9oexsaiz7L6Z+cx3dt57dug6sUQ8VdSJa9dvTE7dLNy6fefudPHeTD0OuhEXNR64QbRrs1i4ji9q0pGu2A0jwTzbFTt253nCd3oiip3A35YHodj3WMt3mg5nklJW8aPpMdm2m31/MC8facvar/jZ4IXULkFMILd0zXSpe4NZ+iUuBgQeEzZG2BjHRoqrI1wdx1XCJm8EMk7rzMATLTYqzsJxRZYrWMUSVjA17aqj504JclsPiu/BhAYEwKELHgjwQZLvAoOYnj3QASGk3D70KReR56RcwAAKpO1SlaAKRtkOfVsU7eVZn+KkZ5yqOf3FpTcipQZlPMEPOMTPeIzf8OKvvfppj2SWA1rtTCtCa/rVg63z/6o8WiW0f6v+ObOEJjxJZ3Vo9jDNJLvgmb738vVwa2mz3H+I7/A7zf8WT/ET7cDv/eCHG2LzDSQXoP953FedulHRqxVjY6G08jS/iimYhTmYp/NehBVYhXWoAVfKypqyrdTUI/WL+lU9yUpVJdfchzFTz34C8RDOyw==</latexit>



齢構造モデルにおいて Leslie 行列 A が定数行列であれば、十分時間が
経った後の総個体数は、単位時間に行列 A の最大固有値 λ1 倍になる。

その時の齢分布は、最大固有値に対応する固有ベクトル e1 で与えられる。

最大固有値 λ1 > 1 なら、指数的に増加

最大固有値 λ1 < 1 なら、指数的に減少

λ1 は行列 A の最大固有値（実数）

十分時間が経つと (t –> ∞)、
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n(t) / �t
1e1

<latexit sha1_base64="JaKrpbjJyFiX6SPBI0iiFjk6KIk=">AAAClXichVFNSxtBGH6ytn6krUZ7sNDLYkhJL+FdFRTBIliKt0ZtNJDEZXed6OJ+sTsJaMgf8AfooacWRKR/wZu09A/04E+QHlPw4qHvbrYUldp3mJlnnnmfd56ZMQPHjiTRZUYZePR4cGh4JPvk6bPRsdz4xEbkt0JLVCzf8cOqaUTCsT1RkbZ0RDUIheGajtg095bj/c22CCPb9z7I/UA0XGPHs5u2ZUim9BzVXUPums2O1y3K12o9CP1A+qpad7jGtqFrW1L9kyK6upbVc3kqURLqfaClII80yn7uFHVsw4eFFlwIeJCMHRiIuNWggRAw10CHuZCRnewLdJFlbYuzBGcYzO7xuMOrWsp6vI5rRona4lMc7iErVRToB51Rj77TF7qim3/W6iQ1Yi/7PJt9rQj0scMX69f/Vbk8S+z+VT3oWaKJ+cSrzd6DhIlvYfX17YPj3vrCWqHzij7TT/b/iS7pgm/gtX9ZJ6ti7SPiD9DuPvd9sDFd0mZK06uz+aU36VcM4yWmUOT3nsMSVlBGhc89wjm+4psyqSwqb5V3/VQlk2qe41Yo738Drbyb5Q==</latexit>

n(t) = Atn(0) = c1�
t
1e1 + c2�

t
2e2 + c3�

t
3e3 + · · ·+ c!�

t
!e!

<latexit sha1_base64="yPJClNYbWOoMPrn9KTaJDAxXBII=">AAADJHichZHPaxNREMdnt2pr/NFYL0IvS0OkIoTZTaFSqFS8FHrpr6SFbl3evrwkS/YXuy+BGvIP+A948KTQivSP8ODFgzfpoZfexWOEXnpw9oexsaiz7L6Z+cx3dt57dug6sUQ8VdSJa9dvTE7dLNy6fefudPHeTD0OuhEXNR64QbRrs1i4ji9q0pGu2A0jwTzbFTt253nCd3oiip3A35YHodj3WMt3mg5nklJW8aPpMdm2m31/MC8facvar/jZ4IXULkFMILd0zXSpe4NZ+iUuBgQeEzZG2BjHRoqrI1wdx1XCJm8EMk7rzMATLTYqzsJxRZYrWMUSVjA17aqj504JclsPiu/BhAYEwKELHgjwQZLvAoOYnj3QASGk3D70KReR56RcwAAKpO1SlaAKRtkOfVsU7eVZn+KkZ5yqOf3FpTcipQZlPMEPOMTPeIzf8OKvvfppj2SWA1rtTCtCa/rVg63z/6o8WiW0f6v+ObOEJjxJZ3Vo9jDNJLvgmb738vVwa2mz3H+I7/A7zf8WT/ET7cDv/eCHG2LzDSQXoP953FedulHRqxVjY6G08jS/iimYhTmYp/NehBVYhXWoAVfKypqyrdTUI/WL+lU9yUpVJdfchzFTz34C8RDOyw==</latexit>



齢構造モデル
年齢 i の人口を ni(t)

(i = 1, 2, 3, ..., ω)

年齢 i の個体の出生率を fi

Leslie 行列 A を用いて、翌年の各年齢人口が決まる

レスリー行列 A の各要素（年齢依存する出生率と死亡確率）は
時代とともに変化する
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2

66666664

n1(t+ 1)
n2(t+ 1)
n3(t+ 1)

...
n!�1(t+ 1)
n!(t+ 1)

3

77777775

=

2

6666664

f1 f2 f3 · · · f!�1 f!
P1 0 0 · · · 0 0
0 P2 0 0 · · · 0
0 0 · · · · · · · · · · · ·
0 · · · 0 P!�2 0 0
0 0 · · · 0 P!�1 P!

3

7777775

2

66666664

n1(t)
n2(t)
n3(t)
...

n!�1(t)
n!(t)

3

77777775

<latexit sha1_base64="UAQF3kUc7jW3KFmBcNptpc+PCWc=">AAAEa3ichVHNbtNAEJ66KZTw05ReEHCwiFIVVURrBwmEBKrEhaPbkrZSNrJsZ+1a9Z/sTaRg+QU4cuFQLiAhhHgMLrwAhz4CQpyKxIUD47WbKGkaxvLuzDfzzc+OGXluwgk5WZAWK0uXLi9fqV69dv3GSm315l4S9mOLta3QC+MD00iY5waszV3usYMoZoZvemzfPHqe+/cHLE7cMHjJhxHr+oYTuLZrGRwhfVVaoh6zeYeazHGD1IhjY5ilViYHurLBN5X7MqWBro7V1plKB72QJwJLaegzx3igZGdOpBeYACgLemVqGrvOIe/KT+XqzMJCMltX5HXZ1lVxtvCklqiWm+NqwiwsrKkJEin/EaEAKM1vTWScEVK4J8ALlSJ2Ir82akrNpkrOiRUDaOUAM95o3mZGexltZc5OpjYyYx96rU6aRIh8XlFKpQ6laGHtE1DoQQgW9MEHBgFw1D0wIMGvAwoQiBDrQopYjJor/AwyqCK3j1EMIwxEj/B00OqUaIB2njMRbAurePjHyJShQb6Tz+SUfCNfyA/y98JcqciR9zLE2yy4LNJXXt/a/fNflo83h8Mxa27PHGx4LHp1sfdIIPkUVsEfvHp7uvtkp5Gukw/kJ/b/npyQrzhBMPhtfdxmO8dQxQUo0899XtlTm0qrqW4/rG89K1exDHfgHmzgez+CLXgBGrTBkjzpjXQsvVv8VVmr3K7cLUKlhZKzBhNSafwDee8tiA==</latexit>

年齢 i の個体の年間生存確率を Pi



日本人口の年齢構成

国立社会保障・人口問題研究所　より 
http://www.ipss.go.jp/ 40
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人口増加の予測とは？

人口増加の将来予測とは、各齢クラスの出生率や生存率の変化につい
て、幾通りかのシナリオ（仮定）を設定し、このシナリオの下で人口が
どのように増えるのかを計算した結果に他ならない

出生率や生存率は、公衆衛生や社会体制や制度等に大きく影響され
る。これらの影響を正確に推し量って人口増加を予測するのは困難

前提となるシナリオ（仮定）が成り立たなければシミュレーション
結果は意味を失う。予測が現実のものとなるとは限らない

41



世界人口の将来予測
国際連合ウェブサイトより　https://population.un.org/wpp/
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世界人口の将来予測
国際連合ウェブサイトより　https://population.un.org/wpp/
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地球が養える最大人口はどれだけか？
人口増加が無限に続くことは物理的に不可能。
人口増加につれて、食料・資源の不足、過密による環境悪化等の影
響で、増加率は小さくなると思われる（密度依存効果）。

ゾウリムシ Paramecium aurelia の個体数増加  Gause 1934

成長はいつかは止まる

環境収容量

An Illustrated Guide to Theoretical Ecology
T. Case, Oxford University Press 2000
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人間が生きるために必要な消費エネルギーの観点から考える

最大人口の試算

エネルギーの流れ

太陽光（光合成）＝＞炭水化物＝＞食物連鎖網＝＞人間

一次生産者（植物）

一次消費者

二次消費者

三次消費者

人間

太陽エネルギー
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De Wit の試算
光合成が制限要因である場合の地球の最大人口の試算

一人の人間が必要とするエネルギーは、年間 100 万キロカロリー 
（ 1日 2,740 kcal）

地表面単位面積あたりに光合成により生産されるエネルギー
（緯度によって異なる）を求めて P を試算する

地球の最大人口 P の算出方法

生産面積×単位面積あたりのエネルギー生産量
一人が必要とする栄養量

P = 
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De Wit の推定値

10,220 億人

1,460 億人
47

「新人口論−生態学的アプローチ」 
農山漁村文化協会 1998 
Joel E. Cohen著 重定・瀬野・高須共訳



光合成以外の制限要因

• 穀物生産に必要な肥料、灌漑施設、水資源 

• 高次消費者（いわゆる高級食物材）の問題 

• 住環境・公衆衛生の維持（感染症対策） 

• 石油等の社会活動に必要な資源 

• 社会システムの制限

こういった制限要因を総合して、地球の最大人口を
試算する必要がある。
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最大地球人口の試算値の頻度分布

どのような制限要因を考えるかで試算値は異なってくる
約 80 億人

49

「新人口論−生態学的アプローチ」 
農山漁村文化協会 1998 
Joel E. Cohen著 重定・瀬野・高須共訳



持続可能性という考え方
漁業・農業・エネルギー採掘などが、将来にわたって長期安定して
維持可能かどうかが持続可能性

目の前の獲物を獲れるだけ獲る（根こそぎ収穫）は、短期的な
利益をもたらすが、持続可能ではない

社会制度（経済システム・社会保障制度など）の制定にも持続可能性とい
う概念が求められる。地球の最大人口もどのような持続可能な社会を築く
のかに大きく依存

Simon Levin 著　重定南奈子・高須夫悟訳 
文一総合出版　2003 年　2,800 円

複雑適応形の 1 つであるエコシステムが、どの
ように進化し、維持されているのかを一般向け
に解説した書籍
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将来は我々の選択しだい

地球の最大人口は、 
我々人類が地球上で 

どのような生活を営むのか、 

どのような経済を発展させるのか、 

どのような社会を築くのか、 

に依存する。
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課題（レポート）
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• 環境問題の一つとしての人口問題（人口減少・人口爆発など）
に関して、数理的アプローチが果たす役割について考察せよ

• ＋感想（自由形式）

• 10月16日（金）13:00までにG311に提出（紙・電子媒体）

• 他者の文章を丸写ししたもの・出典が無い引用は不可


