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した．導出 され た 密度推定量 は通常 の カ
ーネ ル 密度

推定量 と比 較 し ， 漸近 的 に 小 さい 偏 り を もつ こ とが

言 え た ．　 般 理論を，あ る 特殊 な カ
ー

ネ ル 関数 ・距

離関数 ・ラ ン ジ ェ ビ ン パ ラ メ ト リ ッ クモ デル に 対 し

て 応用解析 し た ．

D −2　多変量線形 仮 説 に お け る 尤 度 比 統 計 量 の 漸 近

　　 分布〜高次元 の 場合

　　　　　　　　 広勗大 ・理 藤 越 康 祝

　　　　　　　　 広島大 ・理 　冨　田 　哲　治
＊

　多変量線形仮説 に お け る 尤度比 統 計 量 の 標本分布

に 関 す る 研究 は 多 く行 わ れ て い るが
， そ れ ら は 次元

を固定 して 標本 数無限人 の漸近理 論 に 基 づ く もの で

あ る．従 っ て ，次元 が 大 き くな る と そ の 精度 は悪 く

な る．本報告 で は 次 元 と標本数 の 比 が一
定 で あ る と

仮定 して ， 次 元 ・
標本数を共 に 無限大で と し た場合

に つ い て 尤 度 比 統 計 量 の 帰無分布 の 漸 近 展開 を 導出

し た ．ま た ，シ ミ ・・．レ ーシ ョ ン を行 い 高 次 元 に お け

る 近似 の 精度 の 評価 を行 っ た。

D −3　多項 分 布 の 適合度検定統計量 の 局所的 で ない

　　 対立 仮説 に 対す る検 出力近似

　　　　　　帯 広 畜産 人 ・畜産 　種　市　信　裕
＊

　　　　　　　 北教大釧路校　関　谷　祐　里

　多項分布の 適合度検定 に お い て，パ ワ ーダイバ ー

ジ ェ ン ス 統計量 の 族 は特別 の 場合 と して 対数尤度比

統計量 や ピア ソ ン の カ イ 「 乗統計量 を 含 ん で い る．

こ れ ら の 統刮量 は 固定 さ れ た 対立仮説 の も と で 漸近

的 に 正 規 分布 に 従う こ とが 知 られ て い る．本報告 に

お い て は ，形式的 エ ッ ジ ワ ース 展 開 を 用 い て 正 規 近

似 に 改良 を 加 え ， そ れ に 基 づ い た 検出力近 似 の 提案

を行 っ た，

D ・4　ベ イズ 的 ア プ ロ
ー

チ に よ る プ ロ クラ ス テ ス 解

　　　　　　　東大
・
総合文化　繁　桝 　算　 男

＊

　　　　　　　東大 ・総合文化 星 野 崇 宏

　因子分析の プ ロ ク ラ ス テ ス 回転の 于法をベ イ ズ的

ア プ ロ
ー

チ に よ っ て 再構成 した．す な わ ち
．

ターゲ

ッ ト行 列 に 関 す る 情報 を事前分布 と し て 取 り入れ，

プ ロ ク ラ ス テ ス 解 （推 定 値 ） は ， 事後平 均 と し て 得

られ た ．こ の 推定値 は ギ ブ ス サ ン プ
．
リ ン グ 法 に よ っ

て 数値的 に 得 られ た．シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン研究 の 結果 ，

ベ イ ズ 的推定値 は，従来 の 方法 よ り も推定精度が 高

い こ とが 示 され た ．こ の 差 は
， 特に

，
ターゲ ッ ト行

列 の 設定 に
一

部間違 い が あ る と き に顕著 で あっ た．

9 月 4 日 （火）（午前 （II）　A 会場 ）

経済 ・経営統計 （3）

　　座長　北九州市立大 ・経済　林　田 実

A ・1　 人 的 資本 を含 む生 産 関 数 の 頑健 推 定

　 　 　 　 　 　 　名 大 ・経 済 ・院 　 小 　 西 　 葉 　
．
r一

　本報告 で は，人 的資本 を 含む 生 産 関数 の 推定 に お

け る頑健 性 を取 り扱 っ た．最小 二 乗法，刈 り込 み 最

小 二 乗法，最小 絶対偏芳法 に よ っ て 生 産関数 を推定

した．従来 の 実証分析 で は ，人的資本 が 十分 に 経済

成長 に 対 して 有意 な説明力 が あ る と は 言 い 難 い 結果

が 得 られ て き た．こ の 様 な 実証研究 ヒの 問題 と し て，

人 的 資 本 の 代 理 変 数 選 択 の 困 難 さ が 指摘 さ れ て き

た ．よ っ て 本報告で は ， 新た な代理変数 を選択 し，

そ の ヒで モ デ ル の 定式化や，外 れ 値 に 対 す る考慮の

有無 と い う 観 点 か ら 再 検 討 を 行 っ た 結 果 を 報 告 し

た．

A ・2　都道府県 の 部門別 公 的資本 ス トッ クの 推 計

　　　　　　　　神戸人 ・経済　福　重　元 　嗣

　　　　　　　　神戸大 ・経済　宮　良　 い ず み

　都道府県 の 公的資本 ス ト ッ ク は ，経済企画庁 に よ

る 推 計 を は じめ と し て シ ン ク タ ン ク や 研究者 に よ る

推計 な どが 行 わ れ て い る．こ の 中で 公 的資本 を部門

別 に 推計 した も の に つ い て ， 推計に お け る設定や仮

定 に つ い て比 較 検 討 した．こ の 検 討 を も とに ， 可 能

な 限 り部 門 数 を 多 く， さ らに 推計 期 間に お い て 統
一

的 な 設定 や 仮定 に 基 づ い て 新 た な推言1を行 っ た．推

計 した 部門 は 11部門 （種類）で，推計期間 は 1960 年

度 か ら 正997 年度 の 37 年間で あ る．本推計 の 特色 は

次 の 2点 で あ る．第 1 に 公的資本 の 耐用年数 を先見

的 に 仮定 せ ず，公表 さ れ て い る統計資料か ら推定 し

て い る点 で あ る．第 2 は，全推計期間を通 じて統
一

的 に 再推計 を 行 っ て い る と い う 点 で あ る．

A −3　地価動向 と金融政策 の 比較静学分析

　　　　　　　　近畿大 ・経済　石 　井　勝　之

　今 回 の 発表 で は，1960 年 以 降 の 地価動向 を，地価

（土 地 σ）期待収益 率） を組 み 込 ん だ IS・LM モ デ ル の

枠内で 分 析 す る と と もに ， わ が 国の 金融当局 が 行 っ

て きた 金融政策が ， 地価動向 に い か な る影 響 を与え

て きた か 考 察 し た．

　各年代で 発生 した 地価高騰は ， 金融当局 が ， そ の

時点 で 発生 した 国 内で の経済問題 を解決す べ く打 ち

出 した 「金融緩和政 策」 か ら派 牛 した もの で あ る と

結論 づ け，そ の 政策 は ，安定的 な 地価 を維持 す る に
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