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藤本郷史氏 か ら提 出された ｢ 時間 ･ 社会 ･ 地理因子 を考慮 した 資源循環 シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン

手法 の 開発 とそ の コ ン ク リ
ー

ト材料分野 - の適用｣ は
､ 政府や自治体 ､ 企業と い っ た建設材

料 の マ テ リ ア ル フ ロ
ー

に影響 を与 える意思決定主体か､ 複雑な社会 的制約 の 範囲内 で環境負

荷 を最小化するた め の 最適 な行動を決定す るため の意思決定支援 シ ス テ ム E c o M A の 開発 を

行 っ て い る ｡ E c o M A は
､

｢ 社会 的な因子｣ ｢ 時間的な因子｣ ｢地 理的な因子｣ が考慮された モ

デル とな っ て お り ､ 従来 の モ デル で は考慮 でき なか っ た資源循環 の社会経済的な挙動 ･ 変動

を明らか に し
､ 都市 ･ 社会 レ べ ノ㌣で の 環境評価の枠組み を構築 し て い る｡ また

､
構
.
築 した モ

デ ル を用 い て 建設分野 の環境問題 - の 対応 に つ い て 例を挙げ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を行 い
､

E c o M A の有用性を実証す ると と もに
､ 問題点を解決するた め の 提言を行 っ て い る

｡

本論文は 7 章から構成され て お り
､ 各章 の 内容 に つ い て は ､ そ れぞれ下記の ように評価さ

れ る~ ｡

第 1 章 で は
､ 本研究 の 背景 ､ 目的 ､ 特色などが 的確に述 べ られ て い る｡

第 2 章で は ､ 既存の 環境評価 ツ
ー

ル に関する レ ビ ュ
ー が なされ て お り ､

一 般的な環境評価

ツ
ー

ル にお い ては
､ 意思決定に伴う マ テ リ ア ル フ ロ

ー

の 動的な分岐が考慮でき て い ない こ と ､

価格
､

エ ネ ル ギ
ー

効率 ､ 製品の 寿命な ど の時間的変動が考慮されて い ない こ と
､
建設分野 で

利 用~される材料は質量が大き い た め
､ 輸送環境負荷は都市 レ ベ ル でも無視できな い が

､ 既存

の環境評価ツ ー ル で は こ れ らを適切に評価でき て い ない こ と などが指摘され て い る｡

第 3 章 で は ､ 企業や政府 の 経済性や環境経営的な意思決定を考慮す るた め に
､

マ ル チ エ ー

ジ ェ ン トシ ス テ ム を用 い た モ デ ル化 が行われてお り
､
そ の モ デ ル を組み込ん だ資源循環 シ ミ

ュ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム E c o M A にお い て は ､ 意思決定に よ っ て 動的に変化する マ テ リ ア ル フ

ロ
ー

とその 生産 ･ 廃棄活動 に よ っ て 生 じる環境負荷 を､ 個別 の 企業 ､ 産業団体に対する統計

的集合と し て評価する こ と が可能と な っ て い る ｡

第 4 章で は
､

グラ フ 理論 を用 い て サプライチ ェ
ー

ン の数学的取 り扱い 方を定めた上 で
､ イ

ベ ン ト駆動 モ デル を用 い て ､
マ テ リア ル フ ロ

ー の 時間的な変動 を取り扱う枠組み を構築 し て

お り ､ イ ベ ン ト駆動 モ デル に よ っ て第 3 章で提案 した マ ル チ エ ー ジ ェ ン ト シ ス テ ム で 生成さ

れ る資源循環 の 時間的変動 を現実 に即 した形 で考慮する こ と が 可能と な っ て い る｡



第3 章および第 4 章で構築された資源循環モ デ ル は
､ 個別 の 意志決定主体 ごと に離散化さ

れた経済モ デル や意思決定戦略が定義可能 なも の とな っ て おり ､ 販売協同組合の ような地域

分割型 の 不連続な経済的集合の モ デル 化にも適 し て おり
､
それ ら個別の 意志決定主体 の 不連

続な集合に よ っ て 生成され る不均衡な系も表現可能なも の と な っ て い る
｡

第 5 章で は
､ 第 2 章 で指摘 した建設材料 の質量 の 大き さに関わ る輸送環境負荷の 問題点を

解決するた めに
､ 輸送に関わる 工場 の 立地 ､ 需要発生の 地理的分布を適切に評価す るた め の

基盤と して
､

空間 の グリ
~
ッ ド分割 によ る モ デル 化が提案されて い る｡

第6 章 では
､ 第 5 章まで にお い て構築 した モ デ ル を用 い て

､
建設分野の環境問題 - の対応

の 中で重要となる長期ス パ ン で の廃棄物需給 バ ラ ン ス の 評価を行うた め に
､
再生骨材 と長寿

命化問題 をテ
ー

マ と し て取 り上 げ
､
E c o M A に よ る シ ミ ュ レ

ー

シ ョ ン が行われ て お り
､
E c o M A

の 有用性を実証す るとと もに ､ 環境問題 を解決す るた め の提言が行われて い る ｡

第 7 章で は ､ 本論文 の結論 ､
E c o M A の 将来展望お よび今後 の課題が要領よくま と め られ

て い る｡

よ っ て ､ 本論文は博士 ( 工 学) の学位請求論文 と し て 合格 と認め られ る｡




