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Ⅰ.理論

ハビトゥス理論とアクターネットワーク理論の精緻化

数理モデルによる定式化

〈自然状態〉・都市化・アナキズム

共感と相互扶助

生の管理とハビトゥス
自動化する身体・思考 vs.〈生〉の再発見
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各班に理論的枠組みを提供し、各班における文献や事例研究、調査、実験に応じて
理論を精緻化し、統合的な理論を目指す 2

都市の形成

⼈間の移動・⽣活

複層的ネットワークの結合

⾃然物・⼈⼯物の関係

個々の挙動と相互作用のモデル例

(Ito & Ohira, 2001)

row ranges of parameter values. Here, by the introduction of
delay, partially ordered phase appears in a much wider re-
gime in the parameter space. Hence, it can be said that the
delay produces a richer dynamical behavior.
Although the dynamics of units exhibit such a complex

movement, the situation is different as we turn our attention
to the dynamics of the connection strength in this regime.
Snapshots of the strength of the connection matrices !n

i j at
different time steps are shown in Figs. 2 and 3. Here, we use
parameter values k!3.7, c!0.25, and "!1.
Figure 2#a$ is a snapshot taken at the 1200th time step.

One may easily see that the stronger connections are concen-
trated in a few columns. In this figure, the filled squares in
the ith column represents the connection from the ith unit to
the other units, so Fig. 2#a$ represents the situation that the
connections from a few units to almost all the other units are
selectively strengthened. These few units emerged as ‘‘core’’
or ‘‘dominant’’ units of the structure of the network. In Fig.
2#b$, one example of the graph representation of the network
structure, drawn according to the method used in %6&, is
shown. The dominance of units 8 and 17 over the rest of the
units may be seen.

After a sufficient length of time steps are elapsed, a con-
nection matrix appears similar to the state shown in Fig. 3#a$.
In this figure, taken at the 20 000th time step, almost all the
connection resides in only one column, reflecting an emer-
gence of a single dominant unit. One connection is cited in
the other column because of the characteristics of our model
that the self connection is meant to be 0. In Fig. 3#b$, the
graph representation of the network structure is shown again,
illustrating the prominent dominance of unit 11. In this stage,
the concentration of the coupling strength to one column is
relatively stable so that such a state may sustain for thou-
sands of time steps.
Considering the apparent tendency that the connection

strength would gather to a few columns, we calculated the
summation of the connection strength over each column at
each time step, i.e., ' i!1

N !n
i j , which represents, in a sense,

the strength of the influence of the unit i on the other units.
We plotted the time series of this value averaged for every
100 steps #Fig. 4 is the plot$. The frequent changes of the
dominant core unit in the earlier stage, and the stable lasting
of the dominance by a particular core unit for up to about
20 000 steps in the later stage may be seen.
Now, let us consider the influence of the appearance of

such a dominant unit on the dynamics of state variables. As
described above, in the parameter regime we now consider,
system exhibits the chaotic itineracy that accompanies the
dynamic temporal change of the effective degrees of free-
dom. One method to evaluate the effective degrees of free-
dom is to calculate the number of clusters with low resolu-
tion %2&. Figure 5 is the calculated number of clusters with
three different resolutions. Prominent decline of the effective
degrees of freedom is observed in two periods, namely, from
the 5000th step to the 8000th step, and after the 18 000th
step. Note that these periods corresponds to the appearance
of the dominant unit, as is shown in Fig. 4.
The decline of the effective degrees of freedom implies

the coherent movement among units. To investigate whether
such coherent movement really happens, we computed the
distribution of xn

i around the mean value, ' i!1
N xn

i /N , at each
step. The distribution is calculated for three different periods,

FIG. 2. #a$ Snapshot of the connection matrix. The size of the
square plotted i-n ith row and j th column is proportional to the
value of ! i j , and ! i j!1 when the square size is equal to the grid
size. This snapshot is taken from the time series shown in Fig. 3 at
the 1200th step. #b$ One example of the graph representation of the
network structure. Numbers written in circles represent unit indice,
while lines between circles correspond to the connection between
units. This graph is drawn according to the same connection matrix
as shown in #a$, with unit 8 as a starting unit, while another choice
of a starting unit alters the graph structure. A detailed method to
draw this graph is written in Ref. %2&.

FIG. 3. #a$ Snapshot of the connection matrix, taken from the
time series shown in Fig. 3 at the 20 000th step. #b$ One example of
the graph representation of the network structure, drawn according
to the same connection matrix as shown in #a$, with unit 11 as a
starting unit.

FIG. 4. An example of the time series of ' i!1
N !n

i j , whose values
are represented by vertical lines.

EMERGENCE OF A DOMINANT UNIT IN A NETWORK . . . PHYSICAL REVIEW E 64 066205

066205-3

接続強度の時系列変化

(Ito & Ohira, 2001)

Ⅰ. 理論
ハビトゥス論とアクターネットワーク理論
の精緻化と数理科学によるモデル化 ⾦ ⼤平(徹)平⽥中村 ⽥村 鈴⽊
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Ⅱ. ⾃然と⼈間の相互関係史

古代インド

森＝隠遁地

古代ギリシア
遠隔地＝アルカディア

古代

近代

現代

西欧の都市化

古代インドやギリシア、近代の自然観を参照し、人間が住まう空間を考察する

不要物の廃棄

大都市の誕生

国民国家による人々の価値や文化の分断
スペースデブリ

都市の外部（非都市）

3

自然に対し変わりゆくハビトゥスパートナーとしての

動物

岩崎 ⽴花 森 伊東 ⾼橋

「人間」と「自然」／「ヒューマン」と「ノンヒューマン」
ハビトゥスとアクターネットワークの変容から見た未来

パートナーとしての
ロボット
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ロボットの言語／言語的に構築されるロボット表象

Ⅲ. ⾔語獲得と主体化プロセス

⻑井池⽥南⾕

概念A

概念B

概念C

0.0 0.1 0.2

単語の登場頻度 共起関係

文学、言語哲学、発達心理学、ロボティクスから〈痛み〉の表象の役割を分析する4

和泉

語用論分析

概念の
形成ネットワーク

That was a sound to hear but if you were hit then you
would feel a pain. The pandybat made a sound too but
not like that. The fellows said it was made of
whalebone and leather with lead inside: and he
wondered what was the pain like. There were different
kinds of pains for all the different kinds of sounds.
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Ⅳ. セクシュアリティの多様性

⿃⼭ 坂⼝⽴⽊

行動生物学

性の定型的表現

ハビトゥスとしてのジェンダー

ボーヴィウ

文学が描く「両性」志向や
「中性」概念

性の本来的多様性
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非典型的性同一性

VS.
精神分析

文学

言語的・社会的・生物的な性
セクシュアリティとジェンダーの交錯——

文学、行動生物学、精神分析の知見を総合して、セクシュアリティの多様性に開か
れた新たなハビトゥスを模索する

新たなハビトゥスの創成

5

遺伝⼦・ホルモン・神経系の
ネットワーク

セクシュアリティの
生理的基盤
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ノンヒューマンによる新たな⼈間像の喚起

V. ⽣政治とアート

ハビトゥスの生理的基盤を考察すると共に、バイオ・アートが喚起する生の表現を
手がかりとして未来社会の人間のあり方を考察する

生を記録・観察するテクノロジー

攻撃性と関連する生理的・
意識的変化の網羅解析

6

生政治論の実証・検証と
バイオアート／ポストヒューマンアートの可能性

生を挑発するテクノロジー
バイオ/AI・アートの試み

ハビトゥス
慣習としての生

中世宗教画等を学習させた
AIによるアート生成
(山本による作品(2022.5))

池野 ⼤平(英)武⽥ ⼭本

身体状態が社会的な態度と行動を規定する
（大平（英）による調査結果(2022.04.22)）

（Gatys et al., 2016)
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研究例１：⽂献精読と定量的⽅法によるフロイト思想の展開の描出・考察

さまざまな潮流の結節点としてのフロイト
＝ 無数の思考を背景にもつ代表例

フロイトの理論は心理学の領域を超えて，社会
科学，現代思想，芸術論にまで影響を及ぼした

（Blei, 2010)

構造的トピックモデル(定量的手法)の適用
＝ テキストの潜在的意味(トピック)を抽出し，

時系列変化を可視化できる

フロイトのテキストに適用することで，フロイ
トの思索・主題の変遷の描出を試みる

フロイトの著作では，一貫して記憶
の生成(トピック１)が主題化されてい
る。その上で、初期には個体におけ
る症状の形成に焦点があてられてい
るのに対し（トピック３）、『トーテ
ムとタブー』(1913)以降は次第に、
人間集団における宗教・文化の成立
が前景化していた（トピック２）。

7/13

宗教の成立

症候の形成

1890年〜1940年頃におけるテキストの主題の変遷

テキストの主題を
⾃動的・網羅的に

抽出

テキスト

トピック
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研究対象の⼀部
•ロボットの言語使用域と感情領域
•ロボットの存在、行動、思考、外
形が与える親しみやすさと不安
•ロボットの脆弱性
•ロボットの非人間化評定
•ロボットによる／対する心的表現
の使用域
•ロボットの概念形成実験

研究例２：AIロボット⼩説における⾔語・⾝体・感情とテキストマイニング

プロットの進展に応じたロボットの語彙

ロボット言語における心的表現に注目

クララとお日さま（カズオ・イシグロ,2021）
＝ AI目線で語られる人間への洞察

各アクター間の関係を描出

プロットごとのロボットの特徴語

good

special

angry

long

第3次AIブームにおける学習する
AIロボットとの共生社会に向けて
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環境変化導⼊モデル

そ
の
場
の
協
⼒
度
合
い

協⼒的

裏切り的

⻘：協⼒
⾚：裏切り
(Nishimoto et al. 2013)

しゃべるAIエージェント集団の
文化進化

環境への経験の蓄積による
複雑な環境構造の創発

(Hirata et al. 2022)

エージェント介入によるオンライン
コミュニケーション活性化実験

⼈とAI

AIとAI

(Tsuruta et al. 2021,
Shimamoto et al. 2022)

AI文化の
テキストマイニング

人・環境相互作用の
アクターネットワーク分析

人とAIの共創

研究例３：個体ベースモデルの活⽤による超領域的展開

人と環境，人とAI，AIとAIの関係性を，個体ベースモデルを活用したシミュ
レーションによって統合的理解を試みている

社会的粒子群（SPS）モデル
＝人の社会・心理的関係を抽象空間上の粒子の分布で表現

社会集団形成・崩壊過程の創発

⼈と環境
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〈人文学＋データマイニング〉

思想史
哲学
文学
歴史

美学美術史
人類学

行動生物学
都市論
政治学

応用数学
情報工学
認知科学

記号創発ロボティクス

認知神経科学
臨床心理情報学
発達心理学

⼈⽂学が諸科学を先導する学術知の共創 名⼤＋12協⼒機関



活動報告（2022年6⽉1⽇〜）
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☆充実：研究体制に新規メンバー

政治学、複雑系科学、認知科学から新たに参加

☆開催：キックオフ・ミーティング 2022年8月11-12日

☆設立：名古屋大学人文学研究科附属人文知共創センター

2022年11月1日

☆開設：「人新世」AAAプロジェクトHP

（https://a3hsn.org）

名古屋大学人文学研究科附属人文知共創センターHP

（https://www.hum.nagoya-u.ac.jp/aaa/）

☆刊行：論集『予測と創発——理知と感情の人文学』2022年11月30日

https://a3hsn.org/
https://www.hum.nagoya-u.ac.jp/aaa/


今後の予定

☆第5班企画ワークショップ「人新世とアート」（講師：岡田温司京都大学名誉教授、

京都精華大学教授）2023年2月18日、於：名古屋大学

☆「人新世」AAAプロジェクト共催「終わらない読書会―22世紀の人文学に向けて―」

2023年2月より開始

☆AAAセンター共催 シンポジウム「どこまでが動物なのか——人文学から考える」

人と動物の関係学会、2023年3月11日、於：東洋大学（http://www.hars.gr.jp）

☆論集『予測と創発——理知と感情の人文学』刊行記念シンポジウム

2023年3月29日、於：名古屋大学

☆名古屋大学人文学研究科附属人文知共創センター設立記念シンポジウム

2023年3月29日、於：名古屋大学

☆第5班企画ローマ会議、2023年、於：ローマ第二大学
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http://www.hars.gr.jp/


「人新世」AAAプロジェクト研究体制

代表 中村靖子（名古屋大学：ドイツ文学／思想史）

グループリーダー 岩崎陽一（名古屋大学：インド哲学）

グループリーダー 鳥山定嗣（名古屋大学：フランス文学）

グループリーダー 南谷奉良（京都大学：英語圏文学）

グループリーダー 武田宙也（京都大学：美学・芸術学）

第1班 大平徹（名古屋大学：応用数学）

第1班 田村哲樹（名古屋大学：政治学）

第1班 鈴木麗璽（名古屋大学：複雑系科学）

第1班 平田周（南山大学：フランス社会思想史）

第1班 金信行（東京大学：アクター・ネットワーク理論）

第2班 立花幸司（千葉大学：古代ギリシア哲学／倫理学）

第2班 伊東剛史（東京外国語大学：歴史学／感情史）

第2班 森元斎（長崎大学：アナキズム研究）

第2班 高橋英之（大阪大学：認知科学）

第3班 和泉悠（南山大学：言語哲学）

第3班 池田慎之介（京都先端科学大学：発達心理学）

第3班 長井隆行（大阪大学：知能ロボティクス）

第4班 ボーヴィウ マリー（明治学院大学：日仏独アフォリズム研究）

第4班 立木康介（京都大学：精神分析）

第4班 坂口菊恵（独立行政法人大学改革支援学位授与機構：内分泌行動学）

第5班 池野絢子（青山学院大学：イタリア現代美術）

第5班 山本哲也（徳島大学：臨床心理情報学）

第5班 大平英樹（名古屋大学：心理学）
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