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1 はじめに

大規模な国際会議では複数のセッションが同時に開催
されることが多い. セッションは各時限各部屋で 1つ開
催される. 参加者にとって, 参加希望のセッションが同一
時限帯に開催されることは参加希望のセッションに参加
できない場合や, セッションの途中で別のセッションに移
動しなければならない場合があり, 望ましくない. また,

参加希望のセッションが離れた部屋で開催される場合, 部
屋の移動に時間がかかることがある. これらの問題点を
考慮すると, 関連性の高いセッションが別の時間帯で開催
され, さらに参加者の部屋の移動の負担が少なくなること
が望ましい.

本研究では, 伊藤 [2]が提案した部屋割り当てモデルを
参考に, スケジュール作成モデルを提案する.

2 国際会議の概要

OR 分野で大規模な会議である INFORMS Annual

Meeting(以下, INFORMS)の実際のスケジュールの一部
を図 1に示す. INFORMSでは, 各研究部会が 1つまた
は複数のクラスタを設定し, 研究部会に所属するメンバー
がセッションを開催する.

SA Plenary SB SC Plenary SD
Track     Room 8:00-9:30 10:00–10:50 11:00-12:30 1:30-3:00 3:10-4:00 4:30-6:00
1 C - Room 201A Nicholson Student Prize Nicholson Student Prize MSOM - SC Ops. MSOM
2 C - Room 201B Risk Mgt. Risk Mgt. Risk Mgt. Opt. in Finance
3 C - Room 202A Computer Science Opt. - Comp. Opt. & Soft. Women in OR/MS Women in OR/MS
4 C - Room 202B Computing Computing Computing Computing
5 C - Room 203A Supply Chain Tutorials Tutorials Tutorials
6 C - Room 203B Quantitative Finance Quantitative Finance Tutorials Tutorials
7 C - Room 204 Applied Probability Applied Probability Applied Probability Applied Probability
8 C - Room 205 Computing – Computing – . Computing – . Computing – 

Large Scale Comp. Large Scale Comp. Large Scale Comp. Large Scale Comp.
9 C - Room 206A Revenue Mgt. & Pricing Revenue Mgt. & Pricing Revenue Mgt. & Pricing Revenue Mgt. & Pricing
10 C - Room 206B Palisade & Salford Systems Welcome & Plenary SAS-JMP Div. & Oracle GAMS & Maximal Software Plenary Ziena Optimization
11 C - Room 207A Applied Probability Salah Elmaghraby Applied Probability Applied Probability James Rogers Applied Probability
12 C - Room 207BC Computational Biology Studies in Activity Computational Biology Computational Biology Electric Industry’s Computational Biology
13 C - Room 207D Revenue Mgt. & Pricing Networks Revenue Mgt. & Pricing Revenue Mgt. & Pricing Coming Revenue Mgt. & Pricing
14 C - Room 208A Energy, Nat’l Resources C-Ballroom A ENRE – Energy ENRE – Energy Transformation ENRE – Energy

& Environment – Energy
15 C - Room 208B Decision Analysis Decision Analysis Decision Analysis C-Ballroom A Decision Analysis
16 C - Room 209A Railway Applications Railway Applications Railway Applications ENRE – Forestry
17 C - Room 209B Decision Analysis Decision Analysis Decision Analysis Decision Analysis
18 C - Room 210A Scheduling & Project Mgt. Scheduling & Project Mgt. Scheduling & Project Mgt. Scheduling & Project Mgt.
19 C - Room 210B No Session Junior Faculty Interest Group JFIG Financial Services
20 C - Room 211A Opt. - Global Opt. Opt. - Global Opt. Opt. - Global Opt. Opt. - Global Opt.
21 C - Room 211B Opt. - Stochastic Prog. Opt. - Stochastic Prog. Opt. - Stochastic Prog. Opt. - Stochastic Prog.
22 C - Room 212A Opt. - Stochastic Prog. Opt. - Stochastic Prog.g Opt. - Stochastic Prog. Opt. - Stochastic Prog.
23 C - Room 212B Homeland Security Homeland Security Homeland Security Homeland Security

– Emergency Prep
24 C - Room 213A Opt. - Integer Prog. Opt. - Integer Prog. Opt. - Integer Prog. Opt. - Integer Prog.
25 C - Room 213BC Mfg. & Service Ops Mgt. MSOM MSOM MSOM
26 C - Room 213D Mfg. & Service Ops Mgt. MSOM MSOM MSOM
27 C - Room 214 Mfg. & Service Ops Mgt. MSOM MSOM MSOM
28 C - Room 215 Mfg. & Service Ops Mgt. MSOM – Service Mgt. MSOM – Service Mgt. MSOM – Service Mgt.

– Service Mgt.
29 C - Room 216A Mfg. & Service Ops Mgt. MSOM – Healthcare MSOM – Healthcare MSOM – Healthcare

– Healthcare
30 C - Room 216B Mfg. & Service Ops Mgt. MSOM – iForm MSOM – iForm MSOM – iForm

– iForm
31 C - Room 217A Health Applications Health Applications Health Applications Health Applications
32 C - Room 217BC Military Applications MSOM. Military Applications Railway Applications
33 C - Room 217D Quality, Statistics & Reliability QSR No Session QSR
34 C - Room 218A Health Applications Health Applications Health Applications Health Applications
35 C - Room 218B Quality, Statistics & Reliability QSR QSR QSR
36 C - Room 219A Telecommunications Telecommunications Telecommunications Telecommunications
37 C - Room 219B Quality, Statistics & Reliability QSR QSR QSR
38 H - Johnson Rm, 4th Fl. Location Analysis Location Analysis Location Analysis Location Analysis
39 H - Morehead, 3rd Fl. E-Business Information Systems Information Systems Information Systems 
40 H - Walker Rm, 4th Fl. Technology Mgt. Technology Mgt. Technology Mgt. Technology Mgt.
41 H - Waring Rm,4th Fl. New Product Development New Product Development New Product Development New Product Development
42 H- Gwynn Rm, 4th Fl. Information Systems Information Systems Information Systems Information Systems 
43 H - Suite 402, 4th Fl. Energy, Natural Resources ENRE – Energy ENRE – Energy ENRE – Energy

& the Environment – Energy
44 H - Suite 406, 4th Fl. Managing Disruptions Managing Disruptions Managing Disruptions Junior Faculty Interest Group

in Supply Chains in Supply Chains in Supply Chains
45 H- Suite 407, 4th Fl. Auctions Auctions Auctions Auctions
46 H - Suite 403, 4th Fl. No Session INFORM-ED INFORM-ED INFORM-ED
47 H - Dunn Rm, 3rd Fl. TSL TSL TSL TSL
48 H - Graham Rm, 3rd Fl. TSL TSL TSL TSL
49 H - Graves Rm, 3rd Fl. Simulation Simulation Simulation Simulation
50 H - Ardrey Rm, 3rd Fl. Data Mining Data Mining Data Mining Data Mining
51 H - Caldwell Rm, 3rd Fl. TSL TSL TSL TSL
52 H - North Carolina, 3rd Fl. Organization Science Organization Science Organization Science Organization Science
53 H - South Carolina, 3rd Fl. Data Mining Data Mining Data Mining Data Mining
54 H - Charlotte Hall, 3rd Fl. Geo. B. Dantzig Prize Data Mining Doing Good with Good O.R. Doing Good with Good OR 
55 H - Mecklenburg Hall, 3rd Fl. Analytics Decision Support Systems CPMS, The Practice Section CPMS
56 H - Biltmore, 2nd Fl. Supply Chain Supply Chain Supply Chain Supply Chain
57 W - Providence I,  Lobby Aviation Applications Aviation Applications Aviation Applications Aviation Applications
58 W - Providence II,  Lobby Military Applications Military Applications Military Applications No Session
59 W - Providence III,  Lobby Service Science No Session Service Science Service Science
60 W - College Room, 2nd Fl. Opt. - Networks No Session Opt. - Networks Opt. - Networks
61 W - Sharon Room, 2nd Fl. No Session No Session No Session No Session
62 W - Independence Rm, 2nd Fl. No Session No Session No Session No Session
63 W - Tryon North, 2nd Fl. Multiple Criteria DM Multiple Criteria DM Multiple Criteria DM Multiple Criteria DM
64 W - Queens Rm, 2nd Fl. Public Programs Public Programs Public Programs Public Programs
65 W - Kings Rm,  2nd Fl. Service Science Service Science Service Science Service Science
66 W - Park Rm, 2nd Fl. Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis
67 W - Grand A, 2nd Fl. No Session No Session No Session No Session
68 W - Grand B, 2nd Fl. No Session No Session No Session No Session
69 W - Grand D, 2nd Fl. No Session No Session No Session No Session

Master Track Schedule – Sunday C-Convention Center H-Hilton W-Westin

図 1 2011年 INFORMSの実際のスケジュール

INFORMSの開催は, 通常, 日曜日から水曜日の 4日間
にわたり, 1日にA, B, C, Dの 4つの時間帯において一般
発表が行われる.表 1に各曜日, 各時限ごとの名前を示す.

表 1 各曜日各時限における名前
1時限 2時限 3時限 4時限

日曜日 SA SB SC SD

月曜日 MA MB MC MD

火曜日 TA TB TC TD

水曜日 WA WB WC WD

INFORMSにおける発表件数は,増加傾向にあり, 複数
の建物 (国際会議場やホテル)を用いて開催されることも
多い. セッション数の増加,発表会場数の増加に伴い,参
加者の移動の負担も年々大きくなっていると考えられる.

3 モデルの説明

3.1 先行研究

伊藤 [2]は, 発表スケジュールを所与として, 関連性の
高いセッション同士を近い部屋に割り当てる方法を提案
した. 初めに SAの部屋割りを決定し, SAの部屋割りを
参照して SBを決定する. 次に SBの部屋割りを参照して
SCを決定する. これらを繰り返し, 最後のWDまで逐次
的に部屋割りを行うモデルである. 直前の時限を参照し
部屋割りを決めるこのモデルでは, SAと SBなど近い時
限で比べると関連性の高いセッションが近い部屋に割り
当てられるが, SAとWAなど離れた時限で比べると関連
性の高いセッションが離れた部屋で開催されてしまうな
どの不都合が生じることがある.

3.2 本研究におけるアプローチの概要

本研究では, はじめに述べた問題と, 伊藤のモデルにお
ける問題を解決するために, 関連性の高いクラスタを同一
の部屋に割り当てる方法を提案する. これを行うために,

各クラスタが開催するセッションの数が所与であること
に着目し, あらかじめ関連性の高いクラスタを複数のグ
ループに分け, そのグループを部屋に割り当てる. グルー
プを作成し, 部屋に割り当てることで関連性の高いクラス
タのセッションが同一時間帯で開催されることを抑える
ことができるため, 参加したいセッションに参加しやすい
スケジュールを作成できる. また, 関連性の高いセッショ
ンをできるだけ同じ部屋で開催するようになるため, 部屋
を移動する回数が減り, 移動時間の短縮にもつながる.

4 言葉の定義

4.1 クラスタグループ

クラスタ間において関連性の高いクラスタをまとめた
グループをクラスタグループと呼ぶことにする. クラス
タグループを部屋に割り当てるため, 開催日が日曜日から
水曜日までの 4日間であることと 1日に 4コマ開催され
ることを考慮すると, 各クラスタグループに含まれるセッ
ションの数の合計を 16以下にしなければならない. また,

クラスタグループをさらにグループ化する際, そのグルー
プはクラスタグループバンドルと呼ぶ.

4.2 クラスタの規模

部屋容量を考慮した部屋割り当てを行うために, クラス
タの規模を決定する数値を定義する. 規模を示す数値は
1, 2, 3とし, それぞれ小, 中, 大とする. 規模の大きなクラ
スタが開催するセッションは参加人数が多いと考えられ
るため, 割り当てられる部屋も大きくなければならない.
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4.3 クラスタグループの規模

クラスタグループの規模はそのグループ内に含まれて
いるクラスタの規模の最大値とする. クラスタをクラス
タグループにまとめる際に規模が 2段階離れているクラ
スタ同士は, たとえ関連性が高くとも同じクラスタグルー
プにまとめないようにする.

4.4 関連度

クラスタグループを作成するにあたり, クラスタ間の関
連性を表す関連度という数値を用いる. 関連度は 1から
5の 5段階とし, 数値が高ければ関連性が高いクラスタと
して扱う. 表 2に関連度の例を示す.

表 2 関連度の例
A B C D

A 5 3 3 4

B 3 5 3 3

C 4 3 5 3

D 4 3 2 5

i行のクラスタから見た j 列のクラスタへの関連性の
数値を表す. クラスタ Aから見たクラスタ Bの関連度は
3であり, クラスタ Bから見たクラスタ Aの関連度は 3

である. しかし, クラスタ Cから見たクラスタ Dの関連
度は 3であり, クラスタ Dから見たクラスタ Cの関連度
は 2となる. このように, 関連度の数値はクラスタの視点
によって異なる場合があることも想定している. また, ク
ラスタ iからクラスタ i(i ∈ A, B, C, D)の数値は常に最
高値である 5をとるように設定する.

5 定式化

このモデルを定式化するにあたり, 第 1段階 (クラスタ
グループの作成), 第 2段階 (クラスタグループバンドル
の作成), 第 3段階 (部屋割り当ての最適化)に分割して定
式化する.

5.1 クラスタグループの作成

クラスタグループを作成する方法として, 本研究では 2

つの解法を提案する.

ここでクラスタグループをビン, クラスタの容量をビン
の容量と考えるとこの問題はビンパッキング問題 [1][3]と
して定式化できる.

以下の記号を定義する.

I：クラスタの集合
K：クラスタグループの集合
B：クラスタグループの容量
L：クラスタをクラスタグループに入れる際の
関連度の下限

Ni：クラスタ i ∈ I のセッション数
Gij：クラスタ i ∈ I から見たクラスタ j ∈ I の

関連度
Ri：クラスタグループ i ∈ I に属するクラスタが
開催するセッションの規模

変数は以下の通りである.

xijk =


1：クラスタグループ k ∈ K にクラスタ

i ∈ I とクラスタ j ∈ I が入るとき

0：上記以外

yik =


1：クラスタ i ∈ I がクラスタ

グループ k ∈ K に入るとき

0：上記以外

Max.
∑
i∈I

∑
j∈I

∑
k∈K

Gijxijk (1)

s.t. Gij ≥ Lxijk, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (2)∑
k∈K

yik = 1, i ∈ I (3)

∑
i∈I

Niyik ≤ B, k ∈ K (4)

1

2
(yik + yjk) ≥ xijk, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (5)

(Ri −Rj)xijk ≤ 1, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (6)

(Ri −Rj)xijk ≥ −1, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (7)

xijk ∈ {0, 1}, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (8)

yik ∈ {0, 1}, i ∈ I, k ∈ K (9)

目的 (1)は, 同じクラスタグループ k ∈ Kに入るクラス
タ i ∈ I とクラスタ j ∈ I の関連度Gij(i ∈ I, j ∈ I)を最
大化し, 使用する部屋数を最小化することである. 制約式
(2)は, クラスタ i ∈ I からみたクラスタ j ∈ I の関連度
Gij(i ∈ I, j ∈ I)が L以下ならば同じクラスタグループ
k ∈ K に入れないための制約である. 制約式 (3)はクラ
スタ i ∈ I は必ずいずれかのクラスタグループ k ∈ K に
入るという制約である.制約式 (4)は各クラスタグループ
k ∈ K に入るセッションの合計はクラスタグループの容
量 B 以下であるという制約である. 制約式 (5)はクラス
タ i ∈ Iとクラスタ j ∈ Iが同じクラスタグループ k ∈ K

に入ならければ変数 xijk(i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K)は 1をとら
ないという制約である. 制約式 (6), (7)はクラスタ i ∈ I

とクラスタ j ∈ I の規模が近ければ同じクラスタグルー
プに入れる制約である. 制約式 (8), (9)は変数のバイナリ
制約である.

クラスタグループの候補を全列挙し, 候補から実際に使
用するクラスタグループを選択する問題を集合分割問題と
して解く. クラスタグループの候補は, クラスタ i(i ∈ I)

から見た関連度が高いクラスタ j(j ∈ I)を候補として使
用する. クラスタ iから見た関連度を使用するので, 生成
されるクラスタグループの候補の中には必ずクラスタ i

が含まれる. クラスタグループの候補を作成する際, クラ
スタグループ内のセッション数が 16以下となる組み合わ
せを全てクラスタグループの候補とする. 集合分割問題
を用いた解法を以下に示す.

以下の記号を追加する.
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K：クラスタグループの候補の集合
cjk：クラスタグループの候補 k ∈ Kにクラスタ j ∈ Iが
入っていたら 1入っていなければ 0をとる定数

変数は以下の通りである.

xk =


1：クラスタグループの候補 k ∈ K を

選択した場合

0：上記以外

Min.
∑
k∈K

xk (1)

s.t.
∑
k∈K

cjkxk = 1, j ∈ I (2)

xk ∈ {0, 1}, k ∈ K (3)

目的 (1)の意味は部屋数を最小化 (使用するクラスタグ
ループの候補の数の最小化)することである. 制約式 (2)

はクラスタグループの候補 k ∈ K を選択する際,クラス
タ j ∈ I が被らないようにするための制約である. 制約
式 (3)は変数のバイナリ制約である.

5.2 クラスタグループバンドルの作成

クラスタグループバンドルの作成の問題を考える. こ
こでクラスタグループバンドルをビン, クラスタグループ
の容量をビンの容量と考えるとこの問題はビンパッキン
グ問題として定式化できる.

以下の記号を追加する.

I：1段階目で作成したクラスタグループの集合
K：クラスタグループバンドルの集合
B：クラスタグループバンドルの容量
Ni：クラスタグループ i ∈ I がもつセッション数
Pi：クラスタグループ i ∈ I に属するクラスタの規模の
最大値

Qi：クラスタグループ i ∈ I に属するクラスタの規模の
最小値

変数は以下の通りである.

xijk =


1：クラスタグループ i ∈ I とクラスタ

グループ j ∈ I をクラスタグループ

バンドル k ∈ K に割り当てるとき

0：上記以外

yik =


1：クラスタグループ i ∈ I を

クラスタグループバンドル k ∈ K に

割り当てるとき

0：上記以外

zk =


1：クラスタグループバンドル k ∈ K が

使われるとき

0：上記以外

Min.
∑
k∈K

zk (1)

s.t.
∑
k∈K

yik = 1, i ∈ I (2)∑
i∈I

Niyik ≤ Bzk, k ∈ K (3)

(Pi −Qj)xijk ≤ 1, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (4)

(Pi −Qj)xijk ≥ −1, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (5)

xijk = xjik, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (6)

1

2
(yik + yjk) ≥ xijk, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (7)

yik + yjk − 1 ≤ xijk, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (8)

xijk ∈ {0, 1}, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (9)

yik ∈ {0, 1}, i ∈ I, k ∈ K (10)

zk ∈ {0, 1}, k ∈ K (11)

目的 (1) は, 使用する部屋数の最小化である. 制約式
(2) はクラスタグループ i ∈ I はいずれかのクラスタグ
ループバンドル k ∈ K に入るという制約である. 制約
式 (3)は各クラスタグループバンドル k ∈ K に入るセッ
ションの合計はクラスタグループバンドルの容量B以下
であるという制約である.制約式 (4), (5), (6)はクラスタ
グループ i ∈ I とクラスタグループ j ∈ I に属するクラ
スタの規模の差の絶対値が 2でなければ同じクラスタグ
ループバンドルに入れる制約である. 制約式 (7), (8)は
クラスタグループ i ∈ I とクラスタグループ j ∈ I が同
じクラスタグループバンドル k ∈ K に入ならければ変数
xijk(i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K)は 1をとらないという制約であ
る. 制約式 (9), (10), (11)は変数のバイナリ制約である.

5.3 部屋割り当ての最適化

第 2段階で作成したクラスタグループバンドルを部屋
に割り当てる.

以下の記号を追加する.

I：クラスタグループバンドルの集合
K：部屋の集合
Gij：クラスタグループバンドル i ∈ I と

クラスタグループバンドル j ∈ I の関連度
Dkl：部屋 k ∈ K と部屋 l ∈ K の距離
Ri：クラスタグループバンドル i ∈ I の規模
Ck：部屋 k ∈ K の容量
L：関連度の高いクラスタグループバンドルを近くの部
屋に割り当てる際の関連度の下限

変数は以下の通りである.

xijkl =



1：関連性の高い 2つのクラスタグループ

バンドル i ∈ I とクラスタグループ

バンドル j ∈ I を選び, 2つのクラスタ

グループバンドルを距離が近い部

屋 k ∈ K と部屋 l ∈ K に割り当てるとき

0：上記以外
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yik =


1：クラスタグループバンドル i ∈ I が部

屋 k ∈ K に割り当てられるとき

0：上記以外

Min.
∑
i∈I

∑
j∈I

∑
k∈K

∑
l∈K

Dklxijkl (1)

s.t.
∑
k∈K

yik = 1, i ∈ I (2)

∑
i∈I

yik ≤ 1, i ∈ I (3)

(Ck −Ri)yik ≤ 1, i ∈ I, k ∈ K (4)

(Ck −Ri)yik ≥ 0, i ∈ I, k ∈ K (5)∑
k∈K

∑
l∈K

xijkl = 1, i ∈ I, j ∈ I,Gij ≥ L (6)

1

2
(yik + yjk) ≥ xijk, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K (7)

xijkl ∈ {0, 1}, i ∈ I, j ∈ I, k ∈ K, l ∈ K (8)

yik ∈ {0, 1}, i ∈ I, k ∈ K (9)

目的 (1)は, 関連度 Gij(i ∈ I, j ∈ I)の高いクラスタ
グループバンドル i ∈ I とクラスタグループバンドル
j ∈ I を選択し, なるべく近い部屋に割り当てることで
ある. 制約式 (2)はクラスタグループバンドル i ∈ I は
いずれかの部屋 k ∈ K に入るという制約である. 制約
式 (3) は部屋 k ∈ K に割り当てられるクラスタグルー
プバンドル i ∈ I はひとつまでという制約である. 制約
式 (4), (5)はクラスタグループバンドル i ∈ I の規模と
部屋 k ∈ K の容量が近ければクラスタグループバンド
ル i ∈ I を部屋 k ∈ K に割り当てる制約である. 制約式
(6)は, クラスタグループバンドル i ∈ I からみたクラス
タグループバンドル j ∈ I の関連度 Gij が L以上ならば
xijkl(k ∈ K, l ∈ K)の値は 1となる制約である. 制約式
(7)は yik(i ∈ I, k ∈ K)と yjl(j ∈ I, l ∈ K)がともに 1

であるときに xijklは 1をとるという制約である. 制約式
(8), (9)は変数のバイナリ制約である.

6 計算実験と考察

使用した最適化ソフトウェアはGurobi 6.5.0であり, 計
算環境は (プロセッサ：Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU

@ 4.00GHz 4.00GHz 実装メモリ：32GB)である.

はじめに,実データを用いた計算実験を行う前に,仮デー
タを 2つ作成し計算実験を行った. 仮データの詳細は表
3のようにした.

表 3 仮データの詳細
クラスタ数 セッションの総数 部屋数

7 47 -

35 171 20

関連度, クラスタの規模, 部屋容量はエクセルを使用し,

ランダムデータを作成した. クラスタ数が 7のデータで
は第 1段階のみを行ったため部屋数のデータはない. こ
のデータを用いてビンパッキング問題の解法と集合分割
問題の解法を比較した. 結果, 両方の解法ともに時間はほ
ぼかかることなくクラスタグループを作成でき, クラスタ
グループは同じものが作成された.

次に, クラスタ数が 35のデータを使用し, 第 1段階, 第
2段階, 第 3段階を通して計算実験を行った. 結果, 集合
分割問題の解法では第 1段階, 第 2段階, 第 3段階いずれ
も時間はほぼかかることなく結果が出たが, ビンパッキン
グ問題の解法では第 1段階の時点で計算に時間がかかり,

結果が出せなかった.

ビンパッキング問題は, 組み合わせの数が膨大になって
しまい, 計算に時間がかかり, 結果が出なかったと考えら
れる. また, 第 2段階にもビンパッキング問題の考え方を
用いているが, 集合分割問題の解法では第 1段階で問題の
規模を小さくしているため結果が出たと考えられる.

次に実データを用いた計算実験を行った. ビンパッキン
グ問題の解法を用いた計算実験は仮データの段階で結果
が出なかったため実データでの計算実験は行わなかった.

実データの詳細は表 4のようになる.

表 4 実データの詳細
クラスタ数 セッションの総数 部屋数

280 1060 69

関連度, クラスタの規模, 部屋容量は手作業で作成した.

実データを用いた計算実験では問題の規模が大きすぎた
ため, 計算に時間がかかり, 結果が出せなかった.

実データでは仮データの時と異なり, 問題が第 2段階に
シフトしてもまだ規模が大きく, 計算に時間がかかった.

5時間ほどで第 2段階の結果は出たが, 第 3段階では 2次
割り当て問題を解くためここでも時間がかかり, 結果を出
すことができなかった.

今後の課題としてビンパッキング問題の考え方を用い
ると, 計算時間が膨大になってしまうので, この考え方を
使用しない別の案を考える. また, 2次割り当て問題の規
模が大きすぎたので, 規模を小さくする工夫をすることで
ある.
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