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確率ボラティリティ・モデルの下での
平均オプションのプライシングについて�

白谷 健一郎� � 　　高橋 明彦� 　　戸田真史�

平成 �� 年 � 月 �� 日

概 要

本論文は，商品市場では標準的となっている平均オプション �������� ��	
��の
価格評価に関し，�つの確率ボラティリティ・モデル，���	��モデルとλ�����モデ
ルの下で漸近展開を用いた近似評価式を導出し，数値例によりその精度を検証する．

� はじめに

コモディティの���取引では一般に平均オプションが用いられているが，������	�
���
モデルに基づくもの以外には平均オプション価格の解析的導出法は近似解を含めてあまり
知られていない．�����に上場されている���先物オプション市場は，上場されている
商品先物オプションの中でとりわけ高い流動性を有する市場であり，その価格の信頼性は
他の先物オプションに比べ高い．しかし様々な行使価格や満期の市場価格を一つのパラメー
タ・セットに基づく ������	�
���モデルにより再現することは極めて困難であり，従っ
て ������	�
���モデルに基づく平均オプションのプライシングは望ましいとは言えない．
本稿では上場オプション価格を再現するために確率ボラティリティ・モデルを用い，それ
に基づく平均オプション価格を計算する手法として漸近展開による近似を考える．漸近展
開法の平均オプション価格評価への適用例は ����� ���� ����などにあるが，具体的な確率ボ
ラティリティ・モデルの下での３次迄の近似式の導出と，これに基づく数値計算及びその
精度検証は，筆者の知る限り本稿が初めてと思われる．
市場オプション価格を再現するためのモデルには，確率ボラティリティ・モデルとして
は，�����モデル ���� 	 �!モデル �"�，��	 �!モデル �#�等があり，局所ボラティリ

�本論文の初稿の改訂にあたり，金融研究研修センター長の吉野直行教授および査読者から有益なコメント
を頂きましたので，ここに謝意を表します�

�みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
�論文の中で示された内容は全て執筆者の個人的見解であり，みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式

会社の公式見解を示すものではありません．
�東京大学大学院経済学研究科
�東京大学大学院経済学研究科



ティ・モデル $����� %����&�&�' (�)��*としては，��+モデルや 
&,��) ��-���.(��モデル
等がある．しかし，���のインプライド・ボラティリティはその期間構造の傾きが急で
あるため，	 �!モデルや局所ボラティリティ・モデルだけでは全期間にわたる価格の再
現は困難である．また市場オプション価格から局所ボラティリティ・モデルを導出する �/�

の方法においては，清算値の発表されている限月・行使価格におけるオプション価格の再
現は可能であっても，���のように満期の短い限月と 01�� 2��の限月のみが主な取引
対象である商品に対しては，補間や補外に課題が残る．本稿ではこれらのことを踏まえ，
上場オプション価格の再現により適していると思われる ��	 �!モデルと �����モデル
に基づき平均オプション価格を計算する．そして，上場オプションのデータを用いてカリ
ブレーション $���&3.��&��*したパラメータを用い，平均オプション価格の近似精度を検証
する．ただし，�����上場の���オプションはアメリカンタイプであるが，確率ボラ
ティリティ・モデルのパラメータを直接アメリカン・オプション価格からカリブレーショ
ンにより求めることは計算時間の観点で困難を伴う．従って，一つの簡易的な方法として，
まず �����モデルにおけるインプライド・ボラティリティを求め，そのボラティリティに
基づき計算したヨーロピアン・オプション価格に対しカリブレーションを行う．次に，こ
の手法により推計されたパラメータを用い，平均オプションの中でも現時点から満期まで
の平均をとるタイプのオプションに対するプライシングを行い，その精度をモンテカルロ
法により推計された価格と比較して検証する．
以下，/節では漸近展開の理論的な背景について説明し，"節では実際に ��	 �!モデ
ル，�����モデルに対する平均オプションのプライシング方法について簡単にまとめる．
�節では，漸近展開の精度についてモンテカルロ法による結果と比較を行う．��	 �!モ
デルに対し様々なパラメータに対し網羅的に検証するとともに，�����モデルとあわせ実
際の上場オプションのデータを用いてカリブレーションを行い，平均オプション価格の近
似精度が実務上有用であることを確認する．�節では結果についてまとめる．付録では �

節で行った数値検証の結果，条件付期待値の計算公式及び，より高次の漸近展開の計算法
について記載する．

� 漸近展開

最初に次の確率微分方程式の解となる �次元拡散過程 ����を考える4
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� *���7 �

���
� 5 ��� � � ��� 	 �
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ここで� 5 $� �� � � � ���*は�次元標準ブラウン運動を表し� � � ��� ��は既知のパラ
メータとする．また，係数 �� 4 �

� � ��� �� �� �
�� � 4 �� �� �

� ��
� は滑らかで，それ

らの任意の階数の導関数が有界な関数とする．
次に � 4 �� �� � を滑らかで，全ての導関数は高々多項式の増大度であると仮定する．
このとき � � �に対し，�$�

���
� * は漸近展開を持つ．
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この漸近展開の数学的，統計学的正当化は����&�%&� ����8�8に基づく渡辺理論により
��"�� ����等によりなされた．ファイナンスの問題を対象とした数学的議論については ����，
���� ���� ����� ��/� などを参照されたい．以下では，漸近展開の具体的な計算法に焦点を当
て解説する．
まず，展開の係数 ��� � ��� � ��� � � � � は�&���.���9重積分 $(8��&:�� �&���.���9 &���-.��*
を用いて表現される．特に �� 5
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��� � ��� � ��� � ��� は次のように書き表すことができる．
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ここで���� �
�
� � �

�
� � $� 5 �� � � � � �*はそれぞれ ��� ��� ��の �番目の要素で，��� ��� ��は

次のように表される．
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ただし，� は以下の常微分方程式の解である．

��� 5 ���$�
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ここで，��� は �� � 行列，その $�� �*は �
�
	
� である．（�
 5

�
��
� � 	� は ��の �番目の要

素を表す．）また，��は �� �単位行列を表す;
次に �$�

���
� *を � � $�� ��に対し正規化したものを次のように置く．
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更に
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とし，次を仮定する．
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<� は正規分布に従う確率変数 ��� の分散より，$仮定 �*は ��� の分布が退化しないため
の条件となる．
このとき，����の特性関数 �����$�*は次のように近似できる．
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ここで����� ���� �� ������ ���� �及び����� ���� �は ��� の多項式となる．
このとき近似された特性関数を反転することにより確率密度関数の近似，��が得られ，
それは次のように表される．
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ここで，��$�* 5 ����� ���� 5 ��� ���$�* 5 ������ ���� 5 ��� ��$�* 5 ����� ���� 5 ��であ
り，���7 ��<� �は平均 �分散 <� の正規分布の密度関数を表す．
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さて，全ての導関数が高々多項式の増大度である滑らかな関数を ! 4 � �� �とおく．こ
のとき期待値 ��!$����*��$�

���*�は漸近展開を持ち，次のように表される．

��!$����*��$�
���*� 5 >� 6 �>� 6 ��>� 6 $��*
 $�*

� は � 上のボレル集合を表し，���� � � のとき ��$�
���* 5 � となり，それ以外では

��$�
���* 5 �とする．

展開の各項の具体的な表現に関しては，例えば >�� >�� >�は次のように書ける．
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満期 	 における原資産の価値が �$��
� * で，行使価格が任意の " � � に対して # 5

�$��
� *� �"のコールオプションのペイオフは，次のように書き表すことできる．

(�=	�$��
� *�#� �
 5 �!$��*��$�

�*


ここで !$�* 5 $�6 "*，$ 5 	��  �"
とする．
注意 � ����� ���� 5 ��� ������ ���� 5 ��� ����� ���� 5 �� は �の多項式となり，期待値は簡
単に計算できる．これら条件付期待値の計算に便利な公式 ������ ����� ���� ����	 は付録 


を参照のこと．また，この条件付期待値公式を用いない近似計算の手法に関しては付録 �

を参照されたい．

� 漸近展開による平均オプションの近似

本節では，確率ボラティリティ・モデルに対する平均オプションの価格を，ある漸近展
開法により近似する．平均オプションとは期間 ��� 	 �における平均価格と，あらかじめ定
められた行使価格との差額を受け取る権利を有するオプションと定義できる．%$�*を原資
産の時刻 �での価格とし，期間 ��� 	 �における原資産の平均価格 �$	 *を次のように定義
する．

�$	 * 5
�

	

� �

�
%$�*��
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このとき，満期 	 における行使価格 #の平均コールオプションの価値 &$	 *は

&$	 * 5 (�= 	�$	 *�#� �
 �
により表される．
漸近展開法は一般的な伊藤過程に基づくモデルに対して適用可能であるが，ここでは

��	 �!モデルと �����モデルについて計算を行う．それ以外のモデルも同様の手順に
より計算可能である．

�



��� ������モデル

��	 �!モデルにおいては，原資産価格 %$�*はリスク中立測度の下で次の確率微分方程
式に従う．

�%$�* 5 '%$�*��6 ($�*%$�*��� �$�*� $#*

�($�* 5 �$) � ($�**��6 *�($�*��
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ここで，原資産とボラティリティの相関を+$� ���� ��*とすると，*� 5 +*，*� 5 $
�
�� +�**

と表すことができる．ただし *は正の実数とする．��	 �!モデルはボラティリティ・ス
キュー $%����&�&�' ��@* やスマイル $(&��*を表現するだけでなく，ボラティリティの期
間構造も表すことができるモデルである．ヨーロピアン・オプションの近似解については，
本稿の漸近展開法の他に �#�による手法などがある．
��	 �!モデルを実際に展開する．$�*，$#*，$?*はスケール変換することでパラメータ

� � $�� ��を用いて次のように表すことができる．
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ここで �が十分小さいとき，方程式の解は �について次のように展開できる．
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*は $��*に $A*を代入し，� 5 �のまわりで �に関して �階微
分したものと係数を比較することで得られる．平均オプションのプライシングについては
����$	 *を求めればよく，具体的には以下のように表される．
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$� 5 �� /� "*� ���$�* $� 5 �� /*� ���$�* $� 5 �� /� "*� ���$�* $� 5 �� /* は次のように表される．
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この展開式を用いて平均オプションのプライシングを行う．/節の議論を用いると，平
均コールオプションの価格は次で与えられる．
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とする．

この式の条件付期待値を計算することで以下の定理を得る．（条件付期待値計算に関する
公式は付録 �を参照のこと;）
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定理 ���� 無リスク金利を 0 � �とする．このとき行使価格 # の平均オプションの価格
&$�*は次のように表すことができる．
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ただし� 1$�* は標準正規分布の分布関数を表し，2
$�7 <* は以下で定義される � 次の
�����多項式である．

2
$�7 <* 45 $�<*
,���� �


��

,�

����
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���$�* $� 5 �� /� "*� ���$�* $� 5 �� /*� ���$�* $� 5 �� /� "*� ���$�* $� 5 �� /*は前述のとおりで
あり，�	�$�*� �	�$�*� �	�$�*� �	�$�* $� 5 �� /� "*は次のとおり．
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注意 � ���	式の右辺に現れる積分は，�����多項式の定義より得られる次の等式を用い
て容易に計算できる．� �
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注意 � 通常の ��
�モデルにおけるオプションの近似価格は，� 5 ' 5 �として，ロピタ
ルの定理を用いることにより得ることができる．

これらの価格を計算する際には時間に関する積分を解く必要があり，その積分は重積分
により表わされるが，仮にそれらを数値積分で計算する場合でも �回の B��:で計算可能
な形となっている．従って各係数関数さえ求めれば，数値積分を行うことで機械的に極め
て短時間で価格を算出することができる．また，離散時間における価格の平均をとる平均
オプションであっても，一部の積分を離散和に書き換えることにより少し計算は煩雑にな
るが，同様の方法が適用できる．

注意 � ここでは �$	 *に対する計算をまとめているが，%$	 *に関しても同様の計算を行
うことによりヨーロピアン・オプションに対する �次の近似式を導出することができる．

��� 	
���モデル

�����モデルを考える．�����を標準ブラウン運動とし，原資産価格 %$�*の変動を以
下の確率微分方程式により考える．
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ここで原資産とボラティリティの相関を +$� ���� ��*とすると *� 5 +*，*� 5 $
�
�� +�**

と表すことができる．ただし，* は正の実数とする; �����モデルも ��	 �!モデル同
様，ボラティリティ・スキューやスマイルを表現するだけでなく，ボラティリティの期間
構造も表すことができるモデルとなっている．
�����モデルに対するヨーロピアン・オプションは，逆フーリエ変換の手法を用いるこ
とで一部数値積分が必要ではあるが，準解析的な解を得ることができる．詳細は ���を参
照のこと．
�����モデルにおける平均オプションも ��	 �!モデルと同様に計算できる．具体的
には，定理 ";�の式の係数を以下のように定めればよい．
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また，�	�$�*� �	�$�*� �	�$�*� �	�$�* $� 5 �� /� "* は次のとおり．
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� 数値検証

本節では最初に ��	 �!モデルに対してさまざまな設定の下で精度について検証を行
う．そして，後半では ��	 �!モデルと �����モデルに関して，実際のマーケットデー
タを用いてカリブレーションを行い，そのパラメータの下での精度検証を行う．

��� ������モデルのパラメータと平均オプションの精度

漸近展開による近似解の精度について検証を行う．比較にはモンテカルロ法により計算
された値を用いる．モンテカルロ法は期間分割数を /����分割とし，試行回数を ���万回

��



とした�．検証に用いたパラメータの組み合わせは表 �のとおり．

表 �4
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&を基準とし，&&と &&&では /の値を変化させた場合の検証を行う．原資産の変動がほぼ一
定 $対数正規過程で "�C程度*になるように ($�*と )を調整した．&%と %は原資産とボラ
ティリティの相関を変化させた場合の検証となっている．%&と %&&ではボラティリティの水
準を変化させた場合について検証を行い，%&&&と &=ではボラティリティのボラティリティ
を変化させた場合の検証を行った．=と =&では中心回帰スピードの変化による検証を行い，
=&&では満期の長さを変えている．上記以外のパラメータとして原資産価格 %$�* 5 ���と
し金利及び原資産のドリフト $'*は �と仮定した．また，行使価格 ?�，��のプットオプ
ションと，行使価格 ���，�/�，���のコールオプションのプ価格についての比較を行った．
結果の詳細は付録  ;�を参照．
検証の結果より，全体的な傾向は，漸近展開の精度がやや落ちる場合としてボラティリ
ティが大きい場合 $%&&*，ボラティリティのボラティリティが大きい場合 $&=*，満期が長く
なる場合 $=&&*があげられる．また，原資産とボラティリティの相関が �に近い場合 $%*に
ついても若干精度が悪くなっている．しかし，どの場合においても "次の漸近展開では誤
差が "セント程度に収まっており非常に高精度な近似が得られていることが分かる．
図 �は，漸近展開の次数の違いによる精度の違いが顕著であった &=の場合の密度関数を
表している．�次と /次の近似では  ��$���*近辺でモンテカルロにより推定された密度
関数と乖離が生じているのに対し，"次の漸近展開ではモンテカルロにより求めた値と非
常に近い結果が得られていることが見てとれる．

������において離散化したためにボラティリティ過程が �以下の値をとった場合は，������	 � ����	�
����� ������	 � ����	�	����	��とした．また，原資産が �以下の値となった場合には������	 � �とした．

��



図 �4

��� カリブレーションされたパラメータでの平均オプションの精度

�����上場の���先物オプションはアメリカン・タイプのオプション�であり，これ
に対して確率ボラティリティ・モデルを用いて直接カリブレーションすることによりパラ
メータを推定することが望ましい．しかし，確率ボラティリティを含んだモデルに対する
アメリカン・オプションのカリブレーションは計算時間の観点で実務上困難を要する．従っ
て，今回はヨーロピアン・オプションの解析近似解及び準解析解を用い，以下の手順によ
りカリブレーションを行うこととする．

&; アメリカン・オプション価格 $取引所の清算値*より �����モデルにおけるインプライ
ド・ボラティリティを求める．

&&; &で求めたインプライド・ボラティリティを用い，�����モデルによりヨーロピアン・
オプションの価格を算出する．

&&&; &&で求めたヨーロピアン・オプションの価格と，モデルより算出されるオプション価
格の差をとり，その差の二乗和が最小になるパラメータを推定する．

カリブレーション誤差がない場合，この手順で求められたパラメータを用い計算されたヨー
ロピアン・オプションの �����モデルのインプライド・ボラティリティは，&で求められた
インプライド・ボラティリティと一致する．しかし�����モデルや ��	 �!モデルから直

�ここでは平均オプションの精度検証が目的であるので，簡単化のため，実際の値洗いや資金決済方法に関
わらず，オプション売買の時点でオプション・プレミアムの受け取り・支払いが発生し，行使時点で資金決済
を行うと仮定する．

�/



接アメリカン・オプションを求めた場合，その価格は必ずしもカリブレーションに用いた
&のアメリカン・オプション価格とは一致しないことに注意を要する．また，�����モデ
ルは準解析解が存在するためヨーロピアンオプション価格の誤差はほぼないが，��	 �!

モデルは前節の解析近似解を元に計算を行うため，カリブレーション時にも近似誤差が生
じる．しかし，今回は平均オプションの漸近展開での精度検証が目的であるため，カリブ
レーション時の近似誤差については深く言及しない．
時刻 �における満期 	 の先物の価格を � $�� 	 *とするとき，先物価格はリスク中立確率
の下でマルチンゲールであることを踏まえ，以下のモデルに従うとする．
��	 �!モデル7
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パラメータ数を減らし簡略なモデルで考えるため，先物の限月に依らずボラティリティは
全て同一の確率過程に従い，時間に依存する確定的な関数 4$�� 	 *により調整するとする．
またここでは簡単のため 4$�� 	 * 45 ��� �	とおく．
今回カリブレーションを行うのは /��?年 ��月 �日，/��A年 ?月 �日，/��A年 ��月 �日
の "日間とする．/��?年 ��月 �日は標準的なボラティティ構造のパターンであり，/��A年
?月 �日は���先物価格が史上最高値近辺となった際のボラティリティ構造を表し，/��A
年 ��月 �日は先物価格が急落し，ボラティリティが上昇した局面を表している．カリブ
レーション対象限月及び行使価格，無リスク金利，先物価格については表 /のとおり．

表 /4

行使価格
日付 限月 ���� ���� ����� ����� ����� 先物価格 満期 金利

���������� �� �� ��  � !� ��� �!�� ���� ���! ％
" �� ��  � !� ��� �#��� ��#� ���# ％
� $� #� ��  � ��� �$��� ���� $� � ％
"! $� #� ��  � ��� ����� ��#� $�#� ％

��� ������ � ��� ��� �$� ��� ��� �$��$� ��� ��! ％
"! ��� ��� �$� ��� ��� �$��� �� � ���� ％
�! ��� ��� �$� ��� ��� �$��!� ��� ��$� ％
"� ��� ��� �$� ��� ��� ��!��! ��  ��$! ％

��� ������ � �� !� ��� ��� ��� !��!� ���� $��# ％
"! �� !� ��� ��� ��� !!��$ ��#� $��$ ％
�! �� !� ��� ��� ��� ����!! ���� ��!# ％
"� �� !� ��� ��� ��� ������ ��#� ���� ％
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また，ヨーロピアンに変換後の先物オプション価格 $前述の &&の価格*は表 "のとおりで
ある．

表 "4

日付 限月 ���� ���� ����� ����� �����

���������� �� ���� ���� ��#� ���� ����
" ��� ���� ��#$ ���! ����
� ���� ����  � $ $��� ���!
"! ���$  ��� $��# ��!�

��� ������ � ��$� !��$ ��� � ����$ #�$�
"! ���� �$��� ���� �#� �
�! !��� ����� ��� � �!��� ��� �
"� ��� � � ��$ ���#�

��� ������ � ��$� $��� #��# ���� ��!�
"! ���# !�$� ��� � ����# ����
�! $��� ����� ����� ���$�  �$�
"� $� � ����� � ��# �$��� !���

一部の箇所が空欄になっているのは，取引が行われておらず清算値が存在していなかっ
たためである．
これらの値を用い，前述の方法でカリブレーションされたパラメータは表 �のとおり．

表 �4

%�&�'( �����
日付 
 � ��	 � � � � ���	 � � � �

���������� ��� � ��� � ��$� ����� ���#� ���!� ��� � ����� ���$� ����� ����#

��� ������ ��$#� ���� ���� ���$� �� �� �� �� �� � ��  ! ����# ��� $ ��� �

��� ������ ���� ���� ����� ����� ����� �� �� ����� ����� ����� ����� ����#

今回のカリブレーションでは簡単のため，全ての限月の先物価格と分散との相関を一定
と置いた．推定されたパラメータは，������ ��	 �!ともにボラティリティ初期値�は
/��?年 ��月 �日が "�C程度，/��A年 ?月 �日が ��C弱，/��A年 ��月 �日が #�C弱の非
常に大きな値であるのに対し，)は小さく，ボラティリティの期間構造が右下がりとなっ
ていることが分かる．そして，分散 $または� ボラティリティ*のボラティリティ$**が大
きく，スマイルがきつめであることが見てとれる．また相関 $+*は /��A年 ?月 �日，/��A
年 ��月 �日においてほぼ �になっており，/��A年後半のボラティリティ・サーフェスが
$スキューというよりも*スマイルの形状であることを表している．
このパラメータを用いてプライシングした際，推定された価格と表 "の価格との差がど
の程度乖離しているかについてまとめたものが表 �である．

�%�&�'(は分散からボラティリティに変換した値．�����は � による効果を補正した値．

��



表 �4

%�&�'( �����
日付 限月 ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� �����

���������� �� ���� ���! ���� ��� ���� ���� ���! ���# ��� ����
" ���# ���� ���! ���# ���� ���$ ���� ���� ���! ���$
� ���# ���� ���� ���# ���# ���� ���� ���� ���� ���!
"! ���$ ���� ���$ ���� ���� ���� ���� ���!

��� ������ � ���$ ���$ ���$ ��� ���� ���! ���� ���! ���# ����
"! ���� ���� ���� ���� ���$ ���! ���� ���!
�! ���� ���$ ���$ ���# ���� ���� ���� ���� ���$ ���#
"� ���� ���� ���� ��� ���� ����

��� ������ � ���! ���$ ���$ ��� ��� ���� ���$ ���� ���# ����
"! ���� ���# ���� ���� ���$ ���� ���� ��� ���� ����
�! ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
"� ���� ���$ ���! ���� ���� ���# ���$ ���� ���! ����

概ね市場価格を再現できているが，直近限月や D�. �8� �, �
� ����'のオプションに
おいて再現性が相対的に良くない場合もある．しかし上場先物オプションの �E�.��&)が
プレミアム対比で概ね �C以上あることを考えると，それほど問題になる水準ではない．
表 �のパラメータを用いて �����モデル及び ��	 �!モデルにより直接アメリカン・
オプションの価格を計算した場合，いくらかの誤差を持ったものとなると考えられる．し
かし，大きく外れたパラメータではないと考えられるため，今回はこのパラメータを用い
て平均オプション価格に対する漸近展開の精度を検証する．
先物に対する満期 	 
$� 	 *の平均コールオプションの �時点における価格 &$�*は，リ
スク中立測度において以下の期待値を計算することで得られるオプションとする．

&$�* 5 ,��
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�
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ここでは ��近辺と�/�ドル程度の���のコール及びプットオプションを計算した．
比較には，モンテカルロ法により計算された値を用いる�．モンテカルロ法は期間分割数
を �����分割とし，試行回数を ���万回とした．
検証に用いた原資産価格，無リスク金利は，満期 �;�年のオプションに対しては /��?年

��月 �日が�A，それ以外が��，満期 �年のオプションに対しては /��?年 ��月 �日が
FA，それ以外が F�，満期 �;�年のオプションには /��?年 ��月 �日が��，それ以外が��
の値を用いた $表 /参照*．またパラメータの組み合わせは表 �のとおりとした．結果は付
録 ;/�  ;"を参照のこと．
この検証の結果より，期間が長くなると精度が下がり，特にプットオプションは相対的
に精度がやや悪くなっていることが分かる．しかし，平常時 $/��?年 ��月 �日*において

�%�&�'(モデルにおいて離散化したために分散過程が �以下の値をとった場合，� �����	 � � ���	 � 
����
������	 � ����	 � 	����	��とした．また，原資産が �以下の値となった場合には ������	 � �とした．

��



は，"次の漸近展開では ������ ��	 �!ともに誤差は最大で �セント程度と非常に高い
精度で近似できていた．また，ボラティリティ自体が非常に高水準であった /��A年 ?月，
��月においても，"次の漸近展開では ��近辺で誤差が "セント程度，満期 �年の���
でも ��セント程度に収まっており，実際の市場の �E�.��&)を勘案すればかなりの高精度
な近似が得られていることが分かる．これらの結果により，平均オプションについて漸近
展開法を用いることで，確率ボラティリティ・モデルの下で高速・高精度なプライシング
が可能であると考えられる．

� まとめ

確率ボラティリティ・モデルの下での平均オプション価格に対する漸近展開による近似精
度について，実務で頻繁に平均オプションが用いられるコモディティを対象に検証を行っ
た．漸近展開による手法は，微積分の簡単な演算により比較的容易に実装可能であり，そ
の精度についても良いことが確認された．さらに計算時間に関しては，仮に数値積分を用
いたとしても，モンテカルロ法やその他の手法と比較して非常に高速なプライシングが可
能であることが分かった．また，実際に取引されているコモディティ平均オプションは平均
参照期間などの点で本稿で分析したものと若干異なるが，これらに対しても多少煩雑にな
るものの同様の近似計算が可能である．今回は�����に上場されている���オプショ
ンに対して簡易的なカリブレーションを行い，その精度を確認したが，その他の原資産に
対しても同様の方法が有効であると考えられる．
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� 平均オプション推定結果

モンテカルロ法との比較を行った数値検証結果について記載する．検証に用いたパラメー
タに関しては �節を参照のこと．

��� ������モデルの各パラメータにおける平均オプションの推定結果

漸近展開 差額
��� 行使価格 �� �� /�) ".) �� /�) ".)

& ?� G8� �;/"? �;/�" �;//� �;/�/ �;��# ��;��? �;���

�� G8� /;��A ";�"� /;��� /;��A �;�?/ ��;��A ��;���

��� ���� #;��� #;��� #;��� #;��� ��;��� ��;��� ��;���

��� ���� �;�A" �;�## �;�#" �;�?� ��;��? ��;�/� ��;��A

�"� ���� �;�/� �;��� �;��? �;�/� ��;��� ��;��? ��;��"

&& ?� G8� �;�"/ �;/�" �;��� �;�"� �;�#� ��;��/ �;���

�� G8� /;??� ";�"� /;??� /;??� �;/�? �;��� ��;��"

��� ���� #;��� #;��� #;��� #;��� �;��� �;��� ��;���

��� ���� �;��� �;�## �;"?# �;"�� ��;""� ��;�/� ��;��#

�"� ���� �;�#� �;��� �;�"" �;��# ��;��� ��;�"# ��;���

&&& ?� G8� �;""� �;"�� �;"/� �;""A ��;�"� ��;��� �;���

�� G8� ";��� ";��A ";�A" ";��" ��;��� ��;�/� ��;���

��� ���� #;�#" #;��" #;��" #;��� ��;�/� ��;�/� ��;���

��� ���� �;�A/ �;�A/ �;��/ �;�?# �;��� ��;�/� ��;��#

�"� ���� �;��/ �;��� �;��A �;��� ��;��/ ��;��� ��;���

&% ?� G8� �;"�A �;/�" �;""� �;"�A ��;��# �;�/� �;���

�� G8� ";��� ";�"� ";�?? ";��" ��;�/� �;�/# �;��/

��� ���� #;AAA #;��� #;��� #;AA� �;�// �;�// ��;��"

��� ���� �;��� �;�## �;��� �;�A� �;�#? �;��� ��;���

�"� ���� �;��# �;��� �;��# �;��� �;��� ��;��� ��;��/

% ?� G8� �;�A� �;/�" �;��� �;�A� �;��A ��;�"� �;���

�� G8� /;A?� ";�"� /;A�� /;A?? �;��� ��;�/� ��;��"

��� ���� #;�"" #;��� #;��� #;�/� ��;�/" ��;�/" ��;���

��� ���� �;"�� �;�## �;/?A �;"�� ��;/�� ��;�"? ��;��?

�"� ���� �;��? �;��� �;�/# �;�"� ��;�"? ��;�/� ��;���

�A



漸近展開 差額
��� 行使価格 �� �� /�) ".) �� /�) ".)

%& ?� G8� �;��? �;��? �;��� �;��A ��;��� ��;��" �;���

�� G8� �;/"� �;/"� �;/�# �;/"� �;��� ��;��� ��;���

��� ���� �;#�A �;#�? �;#�? �;#�# ��;��/ ��;��/ ��;��"

��� ���� �;/// �;��� �;/�? �;/�� ��;�/? ��;��# ��;���

�"� ���� �;��� �;��� �;��� �;��� ��;��� ��;��� ��;���

%&& ?� G8� �;��� �;�"? �;�A# �;�#A �;"A" �;�"� �;���

�� G8� #;��" #;?�# #;��? #;��" �;//" �;�/� ��;���

��� ���� ��;�A/ ��;��� ��;��� ��;�?? �;��A �;��A ��;���

��� ���� �;�A� ";??" �;��� �;�?� ��;"�# �;��� ��;���

�"� ���� �;#�/ �;"A� �;�A� �;��? ��;/"� ��;�/# ��;���

%&&& ?� G8� �;�A� �;/�" �;�?� �;�?� �;��/ ��;��� ��;���

�� G8� /;A?A ";�"� /;AA? /;A?� �;��" �;��� ��;��"

��� ���� #;��� #;��� #;��� #;A�� �;��# �;��# ��;���

��� ���� �;/"� �;�## �;/�� �;/"� ��;�#� �;��# ��;���

�"� ���� �;�/A �;��� �;�/" �;�/A ��;��A ��;��� ��;���

&= ?� G8� �;�/� �;/�" �;""� �;��" ��;�/? ��;��� �;�"�

�� G8� ";�A� ";�"� ";�?? ";/�� ��;��� ��;��A �;�/�

��� ���� ?;��� #;��� #;��� ?;��� ��;��� ��;��� �;��/

��� ���� �;�AA �;�## �;��� �;�#" ��;�/" ��;�A� ��;�/�

�"� ���� �;��� �;��� �;��# �;�/? ��;�"� ��;��� ��;��A

= ?� G8� �;/�� �;/�" �;/"# �;/�/ �;��A ��;��� �;��?

�� G8� /;�#� ";�"� /;��A /;�#� �;�#� ��;��� �;���

��� ���� #;�/� #;��� #;��� #;��? ��;��� ��;��� ��;���

��� ���� �;�?� �;�## �;��" �;�?� ��;��" ��;�/� ��;���

�"� ���� �;�/� �;��� �;��# �;�/� ��;��� ��;��A ��;���

=& ?� G8� �;//A �;/�" �;//" �;/"/ �;�#� ��;��# �;���

�� G8� /;��? ";�"� /;��/ /;��# �;�A� ��;��� ��;���

��� ���� #;��? #;��� #;��� #;��/ ��;��? ��;��? ��;���
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=&& ?� G8� �;��� �;"�# �;��# �;��� �;/�? ��;��" �;�/�

�� G8� �;��� �;�?� �;�"� �;��A �;�"� ��;��# �;���

��� ���� �;?A" �;??/ �;??/ �;??� ��;��� ��;��� ��;���

��� ���� ";��� /;A#� ";�?" ";�AA ��;/�� ��;�"� ��;���
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��� ������モデルのカリブレーションされたパラメータでの推定結果

漸近展開 差額
日付 満期 行使価格 �� �� /�) ".) �� /�) ".)

/��?K��K�� �;�� �� G8� �;�� �;�� �;�/ �;�� ��;�" ��;�/ �;��

?� ���� ";?� ";#� ";#� ";?� ��;�# ��;�� �;��

�� ���� �;�# �;�/ �;�� �;�� ��;�� ��;�� ��;��

�� �� G8� �;/� �;�� �;�� �;/? ��;�/ ��;�� �;�"

?� ���� ";#� ";�� ";�� ";## ��;�� ��;�� �;��

�� ���� �;/� �;�A �;�� �;�# ��;�/ ��;�� ��;��

�;�� �� G8� �;#? �;�� �;�? �;?� ��;�" ��;�� �;��

?� ���� ";�� ";�� /;�A ";�� ��;�� ��;�/ �;��

�� ���� �;�# �;�� �;�" �;�/ ��;�� ��;�" ��;��

/��AK�?K�� �;�� �/� G8� /;/� /;�" �;�� /;/A �;/� ��;"" �;��

��� ���� ��;�� ��;�/ ��;A" ��;�� ��;�? ��;/# �;��

�#� ���� �;"? ";�" �;�� �;"� ��;�" ��;"# ��;�/

�� �/� G8� �;?� �;�� �;�� �;A? �;/� ��;#� �;��

��� ���� �";�A �";�# �";�� �";#" ��;�" ��;�? �;��

�#� ���� ?;�? �;�A #;"/ ?;�# ��;�� ��;?� ��;��

�;�� �/� G8� ";/A ";�� /;�# ";"/ �;/A ��;"/ �;��

��� ���� �;A/ �;�� �;�# �;A/ ��;/? ��;/# �;��

�#� ���� ";?? /;A� ";�� ";?� ��;�? ��;"A ��;�/
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��� 	
���モデルのカリブレーションされたパラメータでの推定結果

漸近展開 差額
日付 満期 行使価格 �� �� /�) ".) �� /�) ".)
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� 条件付期待値計算公式

以下では，本論において解説した，漸近展開による平均オプションなどのデリバティブ
の価値評価において必要となる，条件付期待値計算に関する公式を与える．� を�次元
ブラウン運動とし，5� 4 ��� 	 � �� �

�� � 5 �� /� "� �� �を時間に依存する非確率的な（確定的
な）関数とする．また < 5

� �
� 5
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�!5�!�.とし，6
�
を 6の転置とする．また � 7 < 7 �を

仮定するとき次の等式が成り立つ．
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� より高次の漸近展開の計算方法

本節では，漸近展開の計算方法として，付録�の条件付期待値の公式を用いずに計算で
きる方法を紹介する．本論では "次までの漸近展開の計算結果を示したが，この方法を用
いれば，より高次の漸近展開の具体的な計算を，それに必要な条件付期待値の公式を導出
することなく行うことが可能となる．
その例として，以下では，プレイン・バニラオプション $G��&��+��&��� �:�&��*及び平
均オプションの �次の漸近展開計算に必要な表現を与える．さらに，��	 �!モデルの下
でのプレイン・バニラオプションに対して �次までの漸近展開の数値計算を行い，その精
度検証を行う．

��� より高次の漸近展開の導出

簡単のため，ここでは次のマルチンゲールとなる1次元拡散過程%��� 5 $%������ � � � � %����" *

の漸近展開を考える4
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ここで� 5 $� �� � � � �� �*は �次元標準ブラウン運動を表し，また，各� �	 4 �
"�� �� �

は滑らかで，それらの任意の階数の導関数が有界な関数とする．

注意 � 対象となる確率過程が必ずしもマルチンゲールでなくとも，適当な変数変換によっ
てマルチンゲールに帰着出来ればよい．例えば，���節などで取り上げた，次の �*��
�

モデルを考える�

�%$�* 5 '%$�*��6 ($�*%$�*��� �$�*� $��*

�($�* 5 �$) � ($�**��6 *�($�*��
�$�* 6 *�($�*��

�$�*
 $/�*

ここで，/ � $�� ��� また，原資産とボラティリティの相関を + � ���� ��とすると，*� 5 +*，
*� 5 $

�
�� +�**と表すことができる．ただし，*は正の実数とする．

特に，' 5 � 5 �の場合は ��
�モデルと呼ばれる� ��
�モデルにおいて，/ � $�� �*
の時は %が �に到達する確率が �でなくなるため，% 5 �における境界条件が必要となる．
% 5 �で吸収壁を仮定すれば弱解の一意性が言え，さらに %はマルチンゲールとなる．ま
た� / 5 �の時は，+ � � であれば弱解が一意的に存在し，さらに %がマルチンゲールと
なる．�詳細は ���� �;�などを参照�	

さて，
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とおけば， 9%，9(は

� 9%$�* 5 ,�������$,���9($�* 6 )$�� ,���** 9%$�*��� �
� �

�9($�* 5 *$9($�* 6 )$,�� � �**�*��� �$�* 6 *���
�$�*��

となるためマルチンゲールとなる．

/節の結果を用いると，%���は � � �の時，以下のように漸近展開される4
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ただし，%
���
� 5 %�，8�� 8�� 8�� 8�は以下の確率微分方程式の解として与えられる4
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ここで，各 8�
� $� 5 �� � � � � 1� � 5 �� /� "� �*は任意の次数のモーメントを持つことに注意
しておく．実際，8���は正規分布に従うことから明らかであり，8�
� $�  /*は自身よりも
低次の $�より小さい*項の多項式の確率積分として表現されるため，帰納的に任意の次数
のモーメントが存在することを示すことが出来る．
ここで，� � �に対し，複素数値確率過程 9� 5 9

�#�
� を以下のように定義する4

9
�#�
� 5 �=:	$��*8�

�� �
�

/
$��*��8�

���



9
�#�
� はマルチンゲールとなり，次の確率微分方程式を満たす4
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また，定義より，
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となることに注意しておく．ただし，
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と表わされる．この特性関数の近似の右辺を計算するためには各期待値を計算する必要が
あるが，以下で見るように，各期待値を時間の関数と見た時，それらが満たす常微分方程式
を機械的に求めることが出来る．例として，��8�

��9� �の計算を考えてみよう．:����$�* 45

��8���9��とおく．伊藤の公式を用いると，
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各8�
�，9�は任意の次数のモーメントを持つことに注意すると，右辺の第 /項はマルチン
ゲールとなることが分かるから，両辺の期待値をとると，:����に関する次の常微分方程式
が得られる4
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ただし，:����$�* 45 ��8���9��とおいた．右辺の :����$�*も同様に伊藤の公式を用いれば，
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従って，

�

��
:����$�* 5 $��*

��
	��

� �
	 $%

���
� � �*� �	 $%

���
� � �*��9��


特に��9�� 5 �であるから，
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となる．他の項に関しても，
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などと定義すれば，全く同様の方法によってこれらのみたす常微分方程式系を導出する事
が出来る．重要な点として，各常微分方程式の右辺にはその項よりも次数の低い項しか現
れないことに注意する．この階層構造のため，これらの常微分方程式は解析的，あるいは
数値的にも比較的簡単に計算する事が可能である．実際に ��のオーダー $原資産価格 %

���
�

の ��のオーダー* までの計算を行った結果をまとめると以下のようになる．

命題 ���� �
���
� の特性関数の ��のオーダーまでの漸近展開は以下のように与えられる．

�
�

���
�

$�* 5

�
� 6 �

$��*

/
:����$	 * 6 ��



$��*

#
:����$	 * 6

$��*�

A
:
���
�����$	 *

�

6��


$��*

/�
:����$	 * 6

$��*�

�/
:
���
	��$	 * 6

$��*�

�A
:
�����

�� $	 *

��

� �=:	���

/
<�
6 $��*
 $/�*

ここで :����$	 *� :
�
���$	 *� :

���
�����$	 *� :

���
���$	 *� :

���
	��$	 *� :

���

��$	 * は以下の常微分方程式系を解

くことで得られる．

:����$�* 5 $��*

� �

�

��
	��

� �
	 $%

���
� � -*� �	 $%

���
� � -*�-�

/?



:����$�* 5 $��*

� �

�

��
	��

"�
����

� �
	 $%

���
� � �*

�

����
� �	 $%

���
� � �*:�

�

���$-*�-�

:
��

���$�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
� �
	 $%

���
� � -*� �	 $%�$�*� -*:



���$-* 6 � �

	 $%
���
� � -*� 
	 $%

���
� � -*:����$-*

$
�-

6

� �

�

��
	��

� �	 $%
���
� � -*� 
	 $%

���
� � -*�-�

:����$�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
"
"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � �*:�

�

���$-*

6"

"�
����

"�

���

� �
	 $%

���
� � -*

��

������
�
� �	 $%

���
� � -*:�

��
�

��� $-*
$
�-�

:
��

���$�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
� �
	 $%

���
� � -*� �	 $%

���
� � -*:
���$-*

6/

"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� 
	 $%

���
� � -*:���

�

���$-*
$
�-

6

� �

�

��
	��

#
/

"�
����

� �	 $%
���
� � -*

�

����
� 
	 $%

���
� � �*:�

�

���$-*
$
�-�

:
��
��
��� $�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
� �
	 $%

���
� � -*� �	 $%�$�*� -*:


��
���$-*

6� �
	 $%

���
� � -*� 
	 $%

���
� � -*:������$-* 6 � �

	 $%
���
� � -*� �	 $%

���
� � -*:��
���$-*

$
�-

6

� �

�

��
	��

#
� 
	 $%

���
� � -*� �	 $%�$�*� -*:

�
���$-*

6� �	 $%
���
� � -*� �	 $%�$�*� -*:



���$-* 6 � �	 $%

���
� � -*� 
	 $%�$�*� -*:

�
���$-*

$
�-�

:����$�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
"

"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � �*:�

�

���$-*

6�/
"�
����

"�

���

� �
	 $%

���
� � -*

��

������
�
� �	 $%

���
� � -*:�

��
�

��� $-*

6"

"�
����

"�

���

"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

��

������
�����
� �	 $%

���
� � -*:�

��
����

��� $-*
$
�-�

:
��

�����$�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
� �
	 $%

���
� � -*� �	 $%

���
� � -*:
���$-* 6 "

"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� 
	 $%

���
� � -*:���

�

���$-*

/A



6"
"�
����

"�

���

� �
	 $%

���
� � -*

��

������
�
� 
	 $%

���
� � -*:���

��
�

��� $-*
$
�-

6

� �

�

��
	��

#
"
"�
����

� �	 $%
���
� � -*

�

����
� 
	 $%

���
� � -*:�

�

���$-*

6"

"�
����

"�

���

� �	 $%
���
� � -*

��

������
�
� 
	 $%

���
� � -*:�

��
�

��� $-*
$
�-�

:
��

�����$�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
/
"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � -*:�

��

��� $-*

6/

"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� 
	 $%

���
� � -*:�

���
���$-*

$
�-

6

� �

�

��
	��

#
�

"�
����

"�

���

�

����
� �	 $%

���
� � -*

�

��
�
� 
	 $%

���
� � -*:�

��
�

��� $-*
$
�-�

:
��
��
��� $�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
� �
	 $%

���
� � -*� 
	 $%

���
� � -*:������$-* 6 � �

	 $%
���
� � -*� �	 $%

���
� � -*:
�����$-*

6/
"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � -*:��
��

�

��� $-*
$
�-

6

� �

�

��
	��

#
� �	 $%

���
� � -*� 
	 $%

���
� � -*:����$-*

6/

"�
����

� 
	 $%
���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � -*:���

�

���$-* 6 /

"�
����

� �	 $%
���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � -*:
��

�

��� $-*
$
�-�

:
��

	��$�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
/
"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � -*:
��

�

�����$-*

6"

"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� 
	 $%

���
� � -*:���

�

�����$-*

6"

"�
����

"�

���

� �
	 $%

���
� � -*

��

������
�
� 
	 $%

���
� � -*:�

��
���
��� $-*

$
�-

6

� �

�

��
	��

#
#

"�
����

"�

���

�

����
� �	 $%

���
� � -*

�

��
�
� 
	 $%

���
� � -*:�

��
�

��� $-*

6#
"�
����

"�

���

"�
����

�

����
� �	 $%

���
� � -*

��

��
�����
� 
	 $%

���
� � -*:�

��
����

��� $-*
$
�-�

/�



:
��
��
	�� $�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
� �
	 $%

���
� � -*� �	 $%

���
� � -*:
�����$-*

6/
"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � -*:�

����

��� $-*

6/

"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� 
	 $%

���
� � -*:�

�����
��� $-*

$
�-

6

� �

�

��
	��

#
/
"�
����

� �	 $%
���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � -*:�

��

��� $-*

6/

"�
����

� �	 $%
���
� � -*

�

����
� 
	 $%

���
� � -*:�

���
���$-*

6�

"�
����

"�

���

�

����
� 
	 $%

���
� � -*

�

��
�
� �	 $%

���
� � -*:���

��
�

��� $-*
$
�-�

:
��
��

�� $�* 5 $��*

� �

�

��
	��

#
/

"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � -*:�

��
��
	�� $-*

6/
"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� 
	 $%

���
� � -*:�

�����
	�� $-*

6/
"�
����

� �
	 $%

���
� � -*

�

����
� �	 $%

���
� � -*:�

����

	�� $-*

$
�-

6

� �

�

��
	��

#
�
"�
����

"�

���

�

����
� 
	 $%

���
� � -*

�

��
�
� �	 $%

���
� � -*:�

��
���
��� $-*

6�

"�
����

"�

���

�

����
� �	 $%

���
� � -*

�

��
�
� �	 $%

���
� � -*:�

��
��

��� $-*

6�

"�
����

"�

���

�

����
� �	 $%

���
� � -*

�

��
�
� 
	 $%

���
� � -*:�

��
���
��� $-*

$
�-


常微分方程式系の構造から，各 :
�は $��*の �次の多項式となることが分かる．従って，
$/�*を $��*に関して整理すれば，
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となる．ただし &��� &��� &��� &�
� &��� &�	� &�� &��は各項の係数をまとめて得られる
$��*に依存しない定数である．
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$//*より，特性関数 �
�

���
�

の漸近展開は正規分布の特性関数と $��*の多項式との積で表

わされることが分かる．この時，�
���
� の密度関数は �

�
���
�

を逆 D�8.&�.変換することによ

り求められるが，それは次の良く知られた関係式を用いて容易に計算できる4
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ただし，������は逆D�8.&�.変換を表す作用素である; よって�
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で与えられる．この密度関数の表現を用いれば，例えば %�を原資産価格とする行使価格
# のヨーロピアン・コールオプションの現在価値は，
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と計算できる．また右辺に現れる積分は，��.(&��多項式の定義より得られる次の等式を
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��� 平均オプション価格の計算について

これまでマルチンゲール及びマルチンゲールに帰着できるような拡散過程に対する高次
の漸近展開の計算方法を示したが，平均オプション価格を計算するときなどに必要となる，
資産価格の経路 $:��
*に関する平均についての漸近展開はこの枠組みには含まれない．し
かし，多少の修正を施すことによりこの場合にも上記と同様の方法が適用可能となる．
例として，次のように定義された L%���の漸近展開について考える4
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%���は � � �の時以下のように漸近展開される4
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ただし， L%���
� � L8��� $� 5 �� /� "� �*は以下のように与えられる4
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と表現できる．右辺の各期待値は以前の場合と同様に伊藤の公式を用いることで，それら
がみたす微分方程式を求める事が出来る．

��� ������モデルの数値計算結果

��	 �!モデルを用いて高次の漸近展開の精度の検証を行う．対象とするモデルは
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とする．ここで，*� 5 +*，*� 5 $
�
�� +�**である．（%と (の相関は + � ���� ��;）この

モデルのもとで，%を原資産とするヨーロピアン・コールオプション及びプット・オプショ
ンの価格について，漸近展開の近似式の精度の検証を行う．漸近展開の近似式の導出には
上で紹介した方法を用い，�次までの近似式を導出した．今回のケースでは計算する際に
現れる常微分方程式は全て解析的に積分する事が出来ることに注意する．精度の比較のた
めの真値にはモンテカルロ法によって得られた値を用い，また簡単のために割引は無視し
た;$割引金利を �とした;*
検証は表 #に挙げた &～&%の �通りのパラメータの組み合わせについて行い，それぞれ
の場合の �次迄の漸近展開による計算結果とその誤差を表 ?，Aにまとめた．

表 #4
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真値の計算に用いたモンテカルロ法は，&，&&&，&%では時間の分割数を 	 5 ��の場合
は ��/�分割，	 5 �の時は ��/分割とした �8��.���.8'�(�法による離散近似を，&&の

""



/ 5 �
�のケースについては分割数を /�#とする �&��(&'��+&���&.�A�による二次の離散近
似を用いた．また，試行回数は全て �億回とした．いずれの場合でもほぼ漸近展開の次数
を上げるほど精度が改善していることが分かる．&と &&&及び，&と &%の比較から，ボラティ
リティのボラティリティが小さい場合，あるいは満期が短い場合ほど漸近展開による近似
の精度は高くなることが分かる．
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