
個体群動態の数理

• 科目ナンバリングコード：2223011A3  
• 開設科目名：個体群動態の数理 
• 講義コード：4802000  
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• 対象学生：3回生
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決定論的・確率論的モデル
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これまでの講義では、集団サイズに注目し、集団サイズの時間変化を記述するために差分
式や微分方程式を用いてきた

離散時間モデル（差分式）

連続時間モデル（微分方程式）

何れも、初期条件を決めれば、将来が一意的に決定するモデルである。この類いのモデル
を決定論的モデル  (Deterministic model) と呼ぶ

しかし現実の生物系では、1）環境が確率的に変動する、もしくは、2）個体の生死が確率
的に決まる場合が多い

確率的な効果を考慮したモデルを確率論的モデル (Stochastic model) と呼ぶ

nt+1 = f(nt)
<latexit sha1_base64="OxrP5pgfz3dBRTvw1kR57XleaAE=">AAACkHichVG7SgNBFD2u7/iK2gg2waAoQpiNgkFQIzZi5SsqqITddWKW7IvdSSAu+QE7KwsrBRHxA2wVG3/Awk8QSwUbC282K75Q77IzZ869586ZGdUxdE8wdl8n1Tc0NjW3tEba2js6u6LdPWueXXQ1ntFsw3Y3VMXjhm7xjNCFwTcclyumavB1tTBXza+XuOvptrUqyg7fNpVdS8/pmiKIykZHt0xF5NWcb1WyvhiVK7Gp2DuVqwx/yoqRbDTOEiyI2E8ghyCOMBbt6Bm2sAMbGoowwWFBEDagwKNvEzIYHOK24RPnEtKDPEcFEdIWqYpThUJsgcZdWm2GrEXrak8vUGu0i0G/S8oYBtkdO2dP7JZdsAf2+msvP+hR9VKmWa1puZPt2u9beflXZdIskP9Q/elZIIdU4FUn707AVE+h1fSlvcOnlcnlQX+InbBH8n/M7tkNncAqPWunS3z5CBF6APn7df8Ea8mEPJZILo3H09PhU7SgHwMYpvueQBrzWESG9j3AJa5wLfVIKWlGmq2VSnWhphdfQlp4A6PemrI=</latexit>

d

dt
n = f(n)

<latexit sha1_base64="pHI4eM2ARoMEzs01BUAAIy+HGqM=">AAAClHichVFdKwRRGH6Mr7W+FiXlZrMRN+vsUiSkpFzJ16KstpnZM0zmq5mzW0zzB9zLhStKkp/gEuUPuPAT5JJy48K7syMhvNOc87zPeZ/3POccxTF0TzD2UCPV1tU3NMaa4s0trW3tiY7ONc8uuSrPqbZhuxuK7HFDt3hO6MLgG47LZVMx+LqyO1tZXy9z19Nta1XsOXzLlLctXdNVWRBVSAznNVdW/WLgF0WQN2Wxo2i+FSSnkh+JFgx+8kOFRIqlWRjJnyATgRSiWLQT58ijCBsqSjDBYUEQNiDDo28TGTA4xG3BJ84lpIfrHAHipC1RFacKmdhdGrcp24xYi/JKTy9Uq7SLQb9LyiT62T27YM/sjl2yR/b2ay8/7FHxskezUtVyp9B+0LPy+q/KpFlg51P1p2cBDeOhV528OyFTOYVa1Zf3j55XJpb7/QF2yp7I/wl7YNd0Aqv8op4t8eVjxOkBMt+v+ydYy6YzI+ns0mhqZjp6ihh60YdBuu8xzGAei8jRvoe4wg1upW5pUpqV5qqlUk2k6cKXkBbeAenwnQQ=</latexit>



環境変動の確率性
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個体密度 N に関する離散時間指数増加モデル

環境変動により増加率 R が変動する場合を考える。t での増加率を Rt とすると

Rt がランダムに決まる確率変数である場合を考える（環境変動の確率性）

具体例）条件の良い年は R = 1.2 、悪い年は R = 0.9 。
どちらになるかは確率 1/2 で互いに独立

R は定数（環境は一定）



環境変動シミュレーション例
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等確率 1/2 で Rt = 1.2 もしくは Rt = 0.9

N(0) = 1

N(t) log N(t)

t
t

同じ初期条件 N(0) = 1 から始まる 100 回のシミュレーション結果

赤線：シミュレーション結果の平均値 青線：N(t) = 1.05t のグラフ
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N(t)

t

等確率 1/2 で Rt = 1.2 もしくは Rt = 0.9

N(0) = 1

増加率 Rt は確率的に決まるので、たまたま条件が悪い年が続くと、個体密度はその間減少

し続ける。確率論的モデルの典型例



平均値の成長
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集団平均の成長

個体密度 N(t) の集団平均 E[N] は増加率 E[R] で指数的に成長

等確率 1/2 で Rt = 1.2 もしくは Rt = 0.9 の場合 E[R] = (1.2 + 0.9)/2 = 1.05

E[R] は R の相加平均

Ri は互いに独立だから、積の平均は平均の積

Ri の確率分布は固定。故に E[Ri] = E[R]



成長率の時間平均
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成長率の時間平均

個体密度の対数は最終的に時間 t に比例して変化する：  log N(t) ~ E[log R] t 

等確率 1/2 で Rt = 1.2 もしくは Rt = 0.9 の場合  E[log R] = (log 1.2 + log 0.9)/2 = 0.0384 > 0

時間 t の間に個体密度は 倍に成長

従って単位時間あたりの成長率は Rt の相乗平均に等しい

十分大きな t に対して上式右辺は E[ log R] に等しい（大数の法則）

E[ log R ] > 0 なら N(t) は指数的に増加、そうでなければ指数的に減少

N(t) の行く末を決めるのは R の相乗平均、もしくは E[ log R] の符号



増加率の相加平均と相乗平均
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増加率 Rt の相加平均

増加率 Rt の相乗平均 相乗平均の対数は

一般に、相乗平均 ≤ 相加平均（相乗平均の対数 ≤ 相加平均の対数）である

E[log R] = 0.0384 Log E[R] = 0.0488

等確率 1/2 で Rt = 1.2 もしくは Rt = 0.9 の場合



相乗平均 ≤ 相加平均

E[log R] > 0 の時、自動的に Log E[R] > 0
つまり、N(t) は長期的に指数増加。E[N] も指数増加

E[log R] < 0 かつ Log E[R] > 0 の場合
N(t) は長期的に指数減少（絶滅）。しかし E[N] は指数増加。？？？？

E[log R] < 0 かつ Log E[R] < 0 の場合
N(t) は長期的に指数減少（絶滅）。E[N] も指数減少

増加率 R の相乗・相加平均に関して次の 3 通りが可能

等確率 1/2 で Rt = 1.2 もしくは Rt = 0.9

等確率 1/2 で Rt = 1.7 もしくは Rt = 0.4

log E[R] = log [ (1.7 + 0.4)/2 ] = log 1.05 = 0.0488
E[ log R ] = (log 1.7 + log 0.4)/2 = – 0.193

等確率 1/2 で Rt = 0.9 もしくは Rt = 0.4
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シミュレーション例 2
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E[log R] < 0 かつ Log E[R] > 0 の場合

等確率 1/2 で Rt = 1.7 もしくは Rt = 0.4

N(t) log N(t)

t

t

大多数の集団は指数的に減少。しかし、集団サイズが非常に大きな集団が極くまれに存在するた
め、平均値は指数的に増加

環境変動により増加率 R が確率的に変化する場合、集団の行く末の鍵を握るのは
増加率 R の相乗平均である



環境変動の確率性まとめ
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1 個体あたりの増加率 Rt が確率的に変動する場合

集団の行方を決めるのは Rt の相乗平均

Rt は一定の確率分布に従う確率変数

集団を多数集めた平均集団は、Rt の相加平均 E[ R ] で指数増加

一般に、相乗平均 ≤ 相加平均

変動幅（ Rt の分散）が大きくなると相乗平均は小さくなる

 E[ log Rt ] ≤ log E[ Rt ]



個体の出生死亡の確率性
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個体密度ではなく、個体数（非負の整数）の変化を確率的に記述するモデルを考える。全て
の個体は一定かつ共通のルールに従って確率的に振る舞う。
ある意味個体ベース的な考え方のモデル

P(n, t) : 時刻 t に集団サイズが n 個体である確率 (n = 0, 1, 2, 3, ... )

何れの時刻にも個体数はゼロから無限大の間にあるので

時刻 t における平均個体数 E[n] 、分散 Var[n] は

P(n, t) をどうやって求めるか？
確率過程を定めて解析的もしくは数値シミュレーションで計算



出生過程
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微小時間 Δt の間に、確率 µ Δt で分裂して（子供を産んで）2 個体に増える個体を考え
る

死なない

確率 µ Δt で分裂して 
子供を 1 つつくる 

出生過程のルール

左のルールに従って n 匹の個体が分裂を繰り
返すとき、時刻 t で n 匹存在する確率 P(n, t) 
はどうなるか？



マスター方程式

14

奈良女子大学理学部　化学生物環境学科　環境科学コース

時刻 t で個体数 n の集団が、微小時間 Δt の間に新たな個体 1 匹が誕生して個体数が 
n + 1 となる確率を µ n Δt とする。µ は 1 個体あたりの出生確率

微小時間 Δt は極めて小さく、その間に集団の個体数は高々 1 つしか増えないと考える

Δt の間に個体数が
変化しない確率

Δt の間に個体数が
 n – 1 から 1 増える確率

n ≥ 1

t

t + Δt

n – 1 n

n – 1 n

µ (n – 1) Δt 1 – µ n Δt 遷移確率
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n = 2, 3, 4, ...

極限 をとって変形すると

n = 1

初期個体数が n0 であるという初期条件： 時刻 t = 0 に P(n, 0) = 0 (if n ≠ n0), P(n0, 0) = 1

初期条件を用いて上の連立微分方程式を解いて P(n, t) を求める

�t ! 0
<latexit sha1_base64="4lJkHEYrdEvx7V3lXQVEFk5b90k=">AAACcXichVHLSsNAFD2N7/qqulHchJaKIJQbFRQXIujCpa9Woa2SxKkG0yQk04IWf8AfUHClICJ+hht/wIWfIC4ruHHhbRoQLeodZubMmXvunJkxPNsKJNFzTGlr7+js6u6J9/b1DwwmhoZzgVvxTZE1Xdv1dww9ELbliKy0pC12PF/oZcMW28bRcmN/uyr8wHKdLXnsiWJZP3CskmXqkqndwoqwpa5KtSBdlfYSKcpQGGor0CKQQhRrbuIWBezDhYkKyhBwIBnb0BFwy0MDwWOuiBpzPiMr3Bc4RZy1Fc4SnKEze8TjAa/yEevwulEzCNUmn2Jz91mpIk1PdEd1eqR7eqGPX2vVwhoNL8c8G02t8PYGz0Y33/9VlXmWOPxS/elZooT50KvF3r2QadzCbOqrJ+f1zYWNdG2CrumV/V/RMz3wDZzqm3mzLjYuEecP0H4+dyvITWe0mcz0+mxqaTH6im6MI4lJfu85LGEVa8jyuT4ucIXrWF0ZU1Ql2UxVYpFmBN9CmfoEHxCOiw==</latexit>
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n < n0

n ≥ n0

初期個体数が n0 であるとき、時刻 t に個体数が n である確率 P(n, t)

P(n, t)

個体数 n

t = 0.7

1.0

1.4
1.8 2.2



平均値の時間変化
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時刻 t における平均個体数は、確率 P(n, t) を用いて

P(n, t) は解けているので、解を上式に代入して次式を得る

平均個体数は指数的に増加

で与えられる。

出生過程の場合、平均個体数は決定論的と同じ指数増加となる

出生過程の確率論的モデルでは、平均個体数に注目すれば決定論的モデルと同じ結論を
得る。しかし一般的には、確率論的モデルの振る舞いは、対応する決定論的モデルとは大
きく異なることがある



出生過程の数値シミュレーション
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死なない

確率 µ Δt で分裂して 
子供を 1 つつくる

出生過程のルール
全ての個体について
確率 µ Δt で 1 個体子供が産まれる 

int i,baby,n=5;    /* 初期個体数 */
double t = 0;      /* 初期時間 */
double dt = 0.01;  /* 時間刻み */
double prob_birth = 1*dt;

while( t<=10.0 ){
  baby=0;
  for(i=0; i<n; i++)
    if( random() < prob_birth )
      baby++;
  n += baby; /* 子供の数を足す */
  t += dt;   /* 時刻をdtだけ進める */
}

0 1µ Δt

0 ~ 1 の一様乱数 が 0 と µ Δt  の
間であれば、個体が産まれると考える

random()
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個
体

数

個
体

数
の

対
数

確率過程なので、初期条件が同じでも
同じ結果が得られるとは限らない！

µ = 1, Δt = 0.01

n0 = 5

個
体

数
（ゼ

ロ
付

近
）

t

t t

時間が経って個体数が大きくなると、決定論的モデルと似た振る舞いを示す
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P(n, t)
解析解

個体数 n

t = 0.7

1.0
1.4

1.8 2.2

t = 0.7

t = 1.0

t = 1.4

t = 1.8

シミュレーションを 200 回繰り返し、各時刻での個体数分布をヒストグラムで表したもの 
解析解と近いグラフを得る



出生死亡過程
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確率 µ Δt で 1 個体を産む 確率 ν Δt で死亡

確率 1 – µ Δt – ν Δt で変化なし

各個体は微小時間 Δt の間に、1）確率 µ Δt で分裂して 2 個体に増える、
もしくは、2）確率 ν Δt で死亡する、というルールに従う 

初期個体数が n0 である時、時刻 t に個体数が n 
である確率 P(n, t) を求めたい



時刻 t に個体数が n である確率 P(n, t) は次式に従う

n ≥1

t

t + Δt

n – 1 n

n – 1 n

µ (n – 1) Δt ν (n + 1) Δt
遷移確率

n + 1

n + 1

1 − µ n Δt − ν n Δt

出生死亡過程のマスター方程式

22

奈良女子大学理学部　化学生物環境学科　環境科学コース

0

0

1

1

1 ν Δt

...

...



出生死亡過程の平均個体数

n ≥ 1

極限 をとって変形すると
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この式より、平均個体数 E[n] の時間変化として次式を得る

この式は、決定論的モデルの指数モデルに他ならなず、解は

確率論的モデルである出生死亡過程でも、個体数の平均値は決定論的モデルと同じ振
る舞いを示す。しかし、、、

�t ! 0
<latexit sha1_base64="4lJkHEYrdEvx7V3lXQVEFk5b90k=">AAACcXichVHLSsNAFD2N7/qqulHchJaKIJQbFRQXIujCpa9Woa2SxKkG0yQk04IWf8AfUHClICJ+hht/wIWfIC4ruHHhbRoQLeodZubMmXvunJkxPNsKJNFzTGlr7+js6u6J9/b1DwwmhoZzgVvxTZE1Xdv1dww9ELbliKy0pC12PF/oZcMW28bRcmN/uyr8wHKdLXnsiWJZP3CskmXqkqndwoqwpa5KtSBdlfYSKcpQGGor0CKQQhRrbuIWBezDhYkKyhBwIBnb0BFwy0MDwWOuiBpzPiMr3Bc4RZy1Fc4SnKEze8TjAa/yEevwulEzCNUmn2Jz91mpIk1PdEd1eqR7eqGPX2vVwhoNL8c8G02t8PYGz0Y33/9VlXmWOPxS/elZooT50KvF3r2QadzCbOqrJ+f1zYWNdG2CrumV/V/RMz3wDZzqm3mzLjYuEecP0H4+dyvITWe0mcz0+mxqaTH6im6MI4lJfu85LGEVa8jyuT4ucIXrWF0ZU1Ql2UxVYpFmBN9CmfoEHxCOiw==</latexit>



絶滅確率
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十分時間が経過した後、個体数の確率分布 P(n, ∞) は、初期条件によらず、ある定常分布 
Pn に収束する

もし P1= 0, P2= 0, ..., Pn= 0 (n ≥ 1)、つまり P0 = 1 であれば、

この集団は必ず絶滅（個体数 n = 0）

一方、0 < P0 <1 ならば、確率 P0 で絶滅、1 – P0 で個体数は無限大に発散。 
出生死亡過程では、集団は絶滅するか発散するかのどちらかしかない

先程の式を解くと、個体数 n0 から始まった集団が時刻 t で絶滅する確率は



絶滅確率 2
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死亡率の方が出生率よりも大きい場合（ν > µ）

集団は必ず絶滅

出生率の方が死亡率よりも大きい場合（µ > ν）

集団は確率 P0 で絶滅、1 – P0 で発散

出生率が死亡率よりも高いにも関わらず集団が絶滅し得る！

決定論的モデルではあり得ない結果
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シミュレーション例
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ν0 = 5, µ = 1, ν = 0.5

絶滅



確率論的ロジスティックモデル
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確率 µ (1– n/k) Δt で 1 個体を産む

確率 ν Δt で死亡

確率 1 – µ (1–n/k) Δt – ν Δt で変化なし

ルール

対応する決定論的モデル

環境収容量 k(µ – ν)/µ のロジスティックモデル

出生・死亡確率が、個体数 int n に依存して決まる場合（密度依存）

内的自然増加率 µ – ν



個
体

数

t

確率論的ロジスティックモデルの平均値の変化は、対応する決定論的モデルとは異なる

n0 = 10,  µ = 0.2, k = 100, ν = 0.1 (r = 0.1, K = 50)

シミュレーション例
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赤線：シミュレーション平均

青線：r = 0.1, K= 50 のロジスティック

シミュレーションの平均値は分散の存在により K よりも小さくなる



SIR モデル再考
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感染症ダイナミクスの SIR モデルを確率論的ダイナミクスとして再構成してみる

dS

dt
= ��SI

dI

dt
= �SI � �I

dR

dt
= �I

<latexit sha1_base64="fuD1Z+lDuZwmcKwjmQ+MDdeFPq0=">AAAC33ichVHNS+NAFH+J61fctVEvwl7CFkUWLNN6UARF8KI3bbcqGCmTdBqHJpOQTAsaehY8iDcRTwrLsuyfsZf9B/bgba/iUcGLh31N4zfqhMy8+X2892bGClweSULOFbXrQ3dPb1+/NvDx02BGHxpei/xGaLOy7bt+uGHRiLlcsLLk0mUbQcioZ7ls3aovtvn1Jgsj7otvcidgWx51BK9xm0qEKvquaTGHi5i63BFfW5pZC6kdV0utuCpbxvicMYkCSY2SsWyad+zyPXtPos6hnkcfy4oPspTTTCaqd7UqepbkSDKMl0E+DbKQjhVf/wEmVMEHGxrgAQMBEmMXKET4bUIeCASIbUGMWIgRT3gGLdDQ20AVQwVFtI6zg7vNFBW4b+eMEreNVVz8Q3QaMEb+kp/kivwhv8gFuX01V5zkaPeyg6vV8bKgktkfLd286/JwlbD94HqzZwk1mEl65dh7kCDtU9gdf3P36Ko0WxyLx8kZucT+T8k5+Y0nEM1r+/sqK56Ahg+Qf37dL4O1Qi4/lSusFrIL8+lT9MFn+AITeN/TsABLsAJlrPtP6VEyiq5SdU89UA87UlVJPSPwZKjH/wGQarRI</latexit>
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青：感受性人口 S 
赤：感染人口 I 
緑：隔離人口 R



確率論的 SIR モデル
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感受性人口 S, 感染人口 I, 隔離人口 R は非負の整数値 
Gillespie アルゴリズムを用いて、感染イベントと免疫獲得イベントを確率的に発生させる

Rate �SI : S ! S � 1, I ! I + 1
<latexit sha1_base64="YcYCy48vfDDGv4le2griKA0kqGY=">AAACnXichVFBSxtBFP5cbY2xNlEvggcHg6WghlkVDB4kIIKCFM0aIxgJu+uoi5vdZXcS1CV/wD/gQRAUShF/hj140ZsHf4J4VPDioS+bhdKK7Rtm5r3vve/NNzOGZ1uB5Py+TWnv+PCxM9GV7P7U8zmV7u1bC9yab4qi6dquv27ogbAtRxSlJW2x7vlCrxq2KBl7c818qS78wHKdVXngic2qvuNY25apS4Iq6VxZin0ZFnQpWIOVDSF1prFFFsEsZDOMYI1Cl2nj6liUcdniqFpJZ3iWR8beOmrsZBDbspv+gTK24MJEDVUIOJDk29AR0NiACg6PsE2EhPnkWVFeoIEkcWtUJahCJ3SP1h2KNmLUobjZM4jYJp1i0/SJyTDC7/gFf+LX/JI/8Nd3e4VRj6aWA9qNFld4ldTRgPbyX1aVdond36x/apbYRi7SapF2L0KatzBb/Prh8ZM2UxgJv/Bz/kj6z/g9v6IbOPVn8/uKKJwgSR+g/v3cb521iaw6mZ1YmcrkZ+OvSGAQw/hK7z2NPBawjCKde4qfuMGtMqTMK0vKt1ap0hZz+vGHKaVfkteb4A==</latexit>

Rate �I : I ! I � 1, R ! R+ 1
<latexit sha1_base64="lq6BJRMhgLtI7p9qGJCRncFeH5M=">AAACnHichVFNSxtBGH7c2jaNbY32UijIYLAU2obZKKR4EEEPShHiaqJgJMxux3TJfrE7CdXFP9A/0IN4qFCK+DNy6UGPHvwJ4lHBi4e+u1korVTfZWee95n3eeeZGTNw7EhxfjagPRh8+Ohx7kl+6Omz58OFkdF65HdCS9Ys3/HDdVNE0rE9WVO2cuR6EErhmo5cM9tzyfpaV4aR7XurajuQm65oefaWbQlFVLNQaSj5RcWGUJLtskZLuK5giyxlWcymGbFJ6rPF9/o7ZqTQeKs3C0Ve4mmw20DPQBFZVP3CTzTwCT4sdOBCwoMi7EAgom8DOjgC4jYRExcSstN1iV3kSduhKkkVgtg2jS3KNjLWozzpGaVqi3Zx6A9JyTDBT/khv+S/+BE/5zf/7RWnPRIv2zSbfa0MmsNfX65c36tyaVb4/Ed1p2eFLXxIvdrkPUiZ5BRWX9/d+Xa5Mm1MxK/5Ab8g/9/5Ge/RCbzulfVjWRp7yNMD6P9e921QL5f0yVJ5eao4O5M9RQ6vMI43dN8VzGIBVdRo3330cIwTbUyb1z5qS/1SbSDTvMBfodV/A0dfm8g=</latexit>

感染人口は有限時間でゼロ（感染症が収束） 感染収束までの時間はまちまち（一定の分布）



確率論的 SIR モデル

31

奈良女子大学理学部　化学生物環境学科　環境科学コース

感受性人口 S, 感染人口 I, 隔離人口 R は非負の整数値 
Gillespie アルゴリズムを用いて、感染イベントと免疫獲得イベントを確率的に発生させる



人口学的確率性
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確率的効果を考慮すると、有限時間で集団の絶滅が起こりうる。
決定論的モデルでは、集団の絶滅は時刻無限大でのみ起こる

確率論的モデルでは、集団サイズが小さくなるほど確率的効果が顕著になり、絶滅の可能
性が高くなる。この効果を人口学的確率性 demographic stochasticity と呼ぶ

たまたま、全ての個体が死亡してしまった、子供を産まなかった、などの効果により、
一旦個体数がゼロになってしまえば、外部からの移入がないかぎり、復活は不可能

個体密度が低くなる場合、決定論的モデルでは捉えられない人口学的確率性が問題とな
る。特に、希少動植物の保護を行う場合に重要。感染症の拡大にも関係する

個体数が多ければ、人口学的確率性の効果は薄れ、決定論的な議論が可能になる


