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　ABSTRACT 　 A 　 model 　 of 　 private 　 automobile 　 use 　 and 　its　 energy 　demand　 of　 Japan　has　been　built．　 the

model 　 employs 　 econometric 　 modeling 　techniques 　 wi1h 　 the　data　from　 1965　 to　 1980．

　Key　 variables 　in　 the　 model 　 are 加 mber 　 of 　 new 　 registration ，1evel　 of　 autQmobiles 　 being　 operated ，

average 　 run 　per 　 year 　 per　 car ，　 average 　 hfe　 time 　 Qf 　 cars 　 and 　tQtal　fuel　 derland．　 Almost　 all　 equations

show 　high　 gQodness 　 of 　 fit．　 Simulation　 runs 　 of 　 the 　 model 　by　 1990　 tell　 that　 delnand　 for　 gasoline　 which

has　been　 used 　 as 　 a 　principal 　 fuel　 for　private 　 automobiles 　 will 　 grow 　rather 　 slowly 　in　spite 　 of 　 relative

htgh　 growth 　 of 　 number 　 of　 automobiles 　being　 operated ，　 as　 average 　 run 　per　 year　 per　 car 　 wm 　 slow 　down

and 　standard 　 fuel　econolny 　wi 玉l　be　improved ．

1．　 は じめ に

　近年，原油供給 に 対す る量的制約 の 不安 と価格高騰

に 対応す るた め に エ ネ ル ギ ーの 多様化 と省 エ ネ ル ギー

の 推進へ の 関心 が高 ま っ て い る ．中で も運輸部門に お

け る 需要 は ，全 国 ガ ソ リ ン 消費 量の 大 部 分 と 軽油 消費

量 の 半分以上を占め て お り， こ の 部門 に お ける エ ネル

ギ ー消費 の 動向は 我国 に お け る石 油 消 費 の 見 通 しに 大

きな 影響を 及ぼ す．

　木研究 は 運 輸部門 の 中 で も ガ ソ リ ソ 消費の 中心 とな

る自家用乗用車に つ い て ，その 利用状況の 現状と過去

の 動向を 分析 し，そ れ に も とつ く計 量 モ デ ル を 構 築 し

た一Eで，将来の 社会状況 の 予想 さ れ る 諸変化を 前提

に ，そ の モ デル を 用 い て 利用状況 お よび その 燃料需要

の 中 長期 的 動 向 を 予 測 し よ うとす る もの で あ る．

　 自動車 （特に 乗 用 車 ） の 保 有 動 向 に つ い て は ，既 に

い くつ か の 計量 モ デ ル に よ る予 測が あ る
D2 〕9）．

　 fi　T一会に よ る モ デ ル で は 乗用 車お よび トラ ッ
ク ・バ

ス に つ い て の 長期 モ デ ル と中期モ デル を作成 し て い

る．中 で も乗用車の 中期 モ デ ル で は 車 の 需要 を新規
・

増［巨・代弊な どの 動機別区 分 の ほ か，新車 ・中古車需

要 の 区分を もモ デ ル に 組み 入 れ るな ど保有水準 の 予測
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と需要内容の 詳細な分析を行な っ て い る ，し か し，走

行距 離や 燃 料 需要 な どの 利 用 状 況 を 組 み 入 れ て い な い

た め に 将来 の ＝ ネ ル ギ ー需要な ど の 検討に 用 い る こ と

が で きな い ．

　Sweeney らの モ デ ル は 保有台数 の ほ か 走行距離 ・

ガ ソ リ ン 需 要 ま で 求 め て い る 点 で 本 研 究 と も っ と も比

較可能なもの で ある，

　
一

般 に 燃料消費量は 次式 で あらわ せ る ．

　　燃料消費量（の ＝一
台あた D走行距離（km ／台）

　　　　　　　　　　 × 保有台数（台）

　　　　　　　　　　× 燃費（1／km ）　　　　 （1）

　 こ れ は 定義式で あ り， そ の 意味 は 明 白 で あ ろ う．

Sweeney モ デ ル で は 保有台数 （AP ）を新車台 数 （AN ）

と前期 の 保有台数 （AP −1）を用い て 推定 して い る．

　　 AP ＝AN 十 δ・AP −1　　　　　　　　　　　 〈2）

実際 の モ デ ル で は ．L式 は 車の 大 き さ別 に 推計 され て い

る．保 有水 準を 上 式で 表わ した こ とに 対応 して 〔1）式 の

右 辺 の 後半 は次 式 を 用 い て い る ．

　　保有台数 （AP ）x 燃費 （FE ）

　　　　　　　 ＝AN ・FEN 十 δ・AP −1・FE −1　　（3）

す な わ ち平 均 燃費 （FE ）を 新 ・巨の 燃費 （FEN ）と既存

車 の 燃費 （FE −1） との 荷重 平均 と して 考え て い る こ と

に な る ，

　新車台数を求め る式で は 説明変数 として，前期 の 保

有水準，車両価格お よ び一
人あた り r

’
i∫処分所得 を 用 い

て い る．ま た，走 行 距 離 を 求め る式 で は 説 明 変数 と し

て マ イ ル あた リコ ス L 一
人あた り可 処 分所得 の ほ か

失業率を 用 い るな ど ア メ リカ の 特性 を 示 す モ デ ル とな

昭 和 57年 10月 一 37 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

nVH　−’｝　　1．｝　　　　　　　　｝− 1t．1．’叫同喞 斷一r．一「「「…柵’
　 T1

’



Japan Society for Simulation Technology

NII-Electronic Library Service

．「
Japan 　Sooiety 　for 　Simulation 　Teohnology

160

千万む

，

3

2

脚

臙

oeStOlO
　41 　 az 　43 　44　 45 　46 　 47　 48 　49　 50 　5i　52　53　S4　5S

　 出 典 ； 運 輸省 「自勤 m 悍 萄段両数月四 」

　　　 図 1　車種別 自動車保有台数 の 推移
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　　　　　図 2　 ガ ソ リ ン 消費量 の 推移

っ て い る．

　本研究 で は，保有台数を 求 め る の に ，i年前の 車の

残存率 を rt と して ，次式を用い て い る．

　　AP ＝ Σγt
・ANt 　　　　　　　　　　　　　　 （4）

また （3）式に 相当す る 式とし て は

　　AP × FE ＝Σrt・AN −
，
・FEN −t　　　　　　　 （5）

を 用 い て い る．す な わ ち，平均燃費 と して 新車時の 燃

費を 残存率 で 荷重 平均 した もの を 用い て い る こ とに な

る．

　新車 台 数 を求 め る式 で は 説明変数 と して ， 前期 の 保

有水 準お よび免許人 口 を用 い る．ま た，走行距離を 求

め る 式で は 保有 水 準，免許 人 口 の ほか コ ス トに 関 す る

代表変数と して ガ ソ リ ソ 価格を用 い て い る，

2． 過去の 動向

　我国 の 自動車保有 は 昭和 30年代か ら昭和 40 年代 に

か けて 急速 な伸 び を 示 した．特に 乗用車 の 普及 は 目ざ

ま し く，諸外国に も例 を 見ない ほ どで あ っ た．例えば

乗用車に つ い て 諸外国 と 比較 し て み る と，1960年か ら

1975年 まで の 15年間を み て も，
1 人あた り保有台数 は

我国の 場 合実 に30倍を 超 え る増加 を 示 して い る．こ れ

は ，米国 の 1．4 倍 ，西 独 の 3．6倍 は も と よ り，欧 米諸

国の 中で も っ と も変化 の大 きい ユ ーゴ ス ラ ビ ア の 21倍

をも大 きく上 まわ っ て い る．

　 こ の よ うに ，我 国 の 乗用自動車 の 保有 は ，異常 とす

らい え る ほ ど の 成長 を 過去 に 示 して い る が，1 人あた

り保有 レ ペ ル は 欧米 に 比ぺ る とまだ低い ．

　図 1に 示 した の は ，我 国 の 自動車保有台数 の 変遷 で

あ る．我国の 自動車保有 の 急激な伸び の 中心 は 自家用

乗用車である こ とが図か ら もわ か る．た とえ ば，二輪

車お よび特殊車を除 く自動車保有台数に 占め る 自家用

乗用 車の 割 合 は 昭和 40年 に は 約 25 ％で あ っ た が 昭和55

年に は 約56％に 達して い る．

　また 当然 で は あ るが，保有台数の 急増に 対応 し て 新

車登録台数も急増 して お り，自家用乗用車で は，昭 和

40年度 の 約52万台か ら昭和45 年度 の 174 万台へ と 5 年

間で 3．3倍に も増加 して い る．しか し ， 昭和48年 の 第

1 次石 油 シ
ョ ッ

ク の 影響か ら昭和49年度に は 対前年度

比97％ に 減少 し， そ の 後 も第 二 次石油 シ
ョ ッ

ク で の 影

響も加わ り，昭和50年代 に 入 っ て か らは，い わ ば漸増

の 傾向を示 して い る．

　 自動 車 の 利 用 動 向 を 示 す 指 標 と して は 走 行 距 離，特

に 自家用乗用車で は 台あた り年間走行距離，を 用 い る

の が 妥当で ある，保有台数や 新車登録台数に 関す る統

計 と異 な り，走行距離に 関 す る デ ータ （運輸省 ：陸運

統計）は サ ソ プ ル 調 査 に よる もの で 精度 は や や お ち る

うらみ は あ るが，基本的な動向は か な り明瞭 で あ る．

す な わ ち ， 昭和40年代中頃まで 増加 の
一

途をた ど り昭

和45年の 16
，
　OOOkm を最高として そ の 後急速 に 減少す

る ．し か し，昭和50年代に 入 っ て か らは，ほ ぼ 11，000

km 前後に 安定 し て ぎて い る． こ の よ うな 走行距離 の

低落傾向は ，耐 久 消費財一般 に み られ る財 の 普及 に 伴

な う利用率 の 低下 と類似の 性向を示 して い る もの と考

一 38 一 シ ミ ュ レ ーシ
ョ
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えられ る ．

　利用動向を 考 え る場 合，資源的な 立場か らは その 寿

命 が もう
一

つ の 重要 な 因 子 とな る．し か し，こ の 調査

に は ，初度登録年別 の 年度毎 の 保有台 数データ が 必 要

で あ り，取得可 能 な デ ータ 期間も他の データ に 比 べ る

と制限 され て い る．

　車の 寿命は 通常残存率が50％ に 達す る ま で の 年 限 で

あらわ さ れ る が，我 N の 車 で は 最近に な っ て 次第 に の

び て は い る もの の まだ 8 年弱 とい う数値で あ り，フ ラ

ン ス の 12年，米国の 11年，西 独 の 9．5隼 と い っ た数値

を か な り下 まわ っ て い る．車 の 寿命は 道 路 の 整 備状 況

な ど の 物 理 的 要 因 も影響す る が ，む しろ 諸種 の 社会経

済的要 因 に よ っ て 大 ぎく左右 され て い る とみ られ ，こ

の 寿命延長傾向は まだ し ば らくつ づ くとみ て よ い ．

　自動 車利 用 の 結 果 と して の 撚料消費は ，ガ ソ リ ソ ・

軽油 お よ び LPG で あ るが，本稿 で 対象 と し て い る 自

家用乗用車は大部分が ガ ソ リ ン 車で あ り他の 燃料消費

は 無視 で き る と考え られ る ．ガ ソ リ ン の 車 種 別 消 費量

に つ い て 図 2 に 示 す よ うに，自家用 乗用車 ・小型貨物

車お よび 軽四 輪車が 主 とな る が，中で も自家用 乗 用車

に よ る 消費が 約 6 割を 占め る．

3．　 モ デ ル の 基本構造

　本研究で は ，前項 で 述べ た 諸 デ ータ の 動向を ふ まえ

て 自家 用 乗 用 車 に 関す る計量 モ デ ル を 開発 し た ．こ の

モ デル は ，フ P　e− ・ス ト ッ ク ・モ デル で ，基本的に は

以 下 の 構 成 と な って い る．（各 変 数 の 意味 に つ い て は

付録 1 に 示す）

　　APPH ＊ ＝a 十 b・LICH −
c。PAIWPI 　 　 　 l6）

　　ANPH ≡r （APPH ＊ − APPH −1）　　　　　　  

　た だ し ，
＊ は 目標水準を あ らわ し，添字 一1 は 前年度

値を あらわ す．（6）は ，乗用車の 望 ま し い 保有水準が 世

帯当た り免許人 冂 に 比例 し 1 自動車 の 実質価格 に 反比

例す る こ と を意味す る が ，実 際の モ デ ル 推訂に あた ・っ

て は APPH ＊
は観測で きな い 変数で あ るた め に （6）を C7）

に 代入 す る こ とに よ り得られ る 次式を用 い る．

　　ANPH ＝a 十 b・LICH −
c・PA ／WPI

　　　　　
一d・APPH −r

さ らに

　APP ＝ ΣANP −t・rt
　 　 　 　 t

　APE ＝ΣANP −t・γt／FEAP −t
　 　 　 　 t

〔s）

1：，3）

鋤

　ln　RUNAP 　＝・a − b・ln　APPH −
c・ln　RPGi ’CPI

　 　 　 　 　 　 十 d。ln　LICH 　 　　　 　　　　 　 （11）

　GDAP ＝＝APE ・RUNAP 　　　　　　　　　　（1　2）

こ こ で ，添字 一i は 当該年 よ リ ゴ年お くれ の 値 で あ

る こ とを示 す．

　（9）は，保有台数と新車需要を結 ぶ 定義式 で あ るが ，

実際 に は （9）で 求め た 理 論上 の APP と現実の 保有台数

と の 問 に は 乖離が 生ず る の で こ の 二 つ を 統計式で 接続

す る．ま た，  で 基 準燃費 FEAP が 〔5）と異 な b分 母

に 入 っ て い る の は ，数値 の 単位に リ ッ タ ーあ た り走行

キ ロ メ ート ル を 用 い て い る こ とに よ る．

　車 の 残存率は ワ イ ブ ル 分布

　　 為
＝exp ［

− ik／α コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1　3）

をなす と仮定 し，実データ か らパ ラ メ ー
タ k，α を 推

定す る ．

　保有水 準 の 計算は 通常（2｝式 の よ うな簡便な形 を 用 い

る こ とが 多い が，  〜  で 示 す よ うに ，本 モ デ ル は 燃

料消費量を 算定す る こ とを主 日的 とした もの で あ り，

燃 料 需 要 に は Vintage つ ま り何年型の 車の 燃費水準は

ど の 程度で あ り，そ れ が 何台残存 して い る か が 重要 な

決定要因に なる とみ られ るか らで あ る．  を 用 い る 場

合，こ の よ うな車令構造に も とつ く燃料需要変化 は 取

り扱 え な い ，

　O  は
一

種の 原単位 の 式 で，年式毎の 燃費の 重 み つ き

平均 に 総保有台数 をか けた もの と考えれば よ い ．こ れ

に
一

台 あた り走行距 離 を  の よ うに 乗ずる と総 燃 料消

費量 が 得 られ る ．

　繊 よ
一

台あた り走行距離を示すもの で，世帯あた り

保有が 増 せ ば低 下 し，ガ ソ リン 価格が 上 昇 す れ ば 低

下，世帯あた り免許者数が増すと上昇 （利用者ポ テ ソ

シ
ャ

ル の 増大 に よ る ），とい う論理 を 用い て い る ．

　  は 総燃料 （ガ ソ リ ン ）消費量 を 求め る定義式で あ

るが，（9）と同様 に 式か ら得 られ る 理 論値 と実際 の デ ー

タ と の 間 を 統 計 式で 接 続す る，

4．　 モ デ ル 方程式の 推計

　 モ デ ル の 諸式 の 推計に 用い た データ は 説明変数 に 関

して は 通常 公 表 され て い る各種 の 経済統計を 用 い ，新

車登録台数 。保有台数に 関 して ば 運輸省に よ る 自動車

保有車 両数統計を，走行距離 ・燃 料消費量 に 関 し て は

運輸省 に よ る陸運統計を用い て い る．デー
タ の 収集 に

あ た っ て は 原則 と して 昭和40年 か ら昭和55年 ま で の 期

間 で 年度を 単位 と した．

　モ デ ル の 各式 の 推計 に は 主 と して 最小二 乗法 に よ る

線形 回 帰式を利用 した，推計結果 の 中 ， 説明変数の 将

来値 を 求め るた め の 各式 に 関 し て は 推計結果 の み を付

録 IIに 示 し詳細 は 省略す る．自家用 乗用 車に 関 す る式

の 中，主 な もの に つ い て 以下 に 述べ る．

1）新車登録台数
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　基本式（8）に つ い て パ ラ メ ータ 推計を 行な うと次式の

よ う｝こな っ た ．

　 ANPH ＝− O．　06282十 〇．1750＊LICH

　　　　　　 （
− 1，0）　　（5．5＞

　　　　　 十〇，02173＊PA ／WPI − 0，05785＊APPH −1

　　　　　　　 （0．6）　　　　　　　　　（
− 1，3）　　　　 （14）

　 　 　 R2 ＝ 0，9228 　 DW ＝＝ 1．5　 S　41 − 55

　上式で 各係数 の 下 の （ ）内の 数値 は T 値 を示 し，

R2 は 自由度 調整済み の 寄与率，　 DW は ダービ ン
・

ワ

ト ソ ソ 比，S41 − 55は 推計に 用い た データ 期間を年度

で あ らわ す．

　推計式で 問 題とな る の は，実質自動車価格 （PAIW

PI）の 項 が 正 係数 とな っ て い る 点で あ り，しか もそ の

T 値か らわ か る よ うに 有意性が ほ とん ど認 め られ なか

った こ とで あ る．こ の た め 最 終 的 に は 価 格 項 を除 い た

次式を 用 い る こ ととした ．

　 　 ANPH ＝ − 0，02643十〇．1685＊LICH

　　　　　　　 （
− 2．1）　　　（5．7）

　　　　　　
− O．　07771＊APPH ．1　　　　　　　 （15）

　　　　　　　 （
− 2．6）

　 　 　 R2＝O．9270　 DW ＝1．6　 S　41− 55

　係数 の 符号な らび に T 値は ほ ぼ 満足 す べ き値 とな っ

て い る．た だ し LICH に 対す る感応度が か な り高 くな

っ て い る こ と は 注 目 され る．

　説明 変数 と し て は 上式 で 用い た もの の 他，一人 あた

り所得（GNE ／POP ＞が 本 来 と り入 れ て しか る べ き因 子

として 候補 に あげられ る．こ の 点を検討す るた め に  

に 相当す る意味で 日 米英 3 ヵ 国の 保有台数に つ い て 推

計 し て み た ．（デ ータ は 1970− 1977年 の 歴 年値 で ある ）

　（日 本）

　　」π AP ＝− 15．54十1．936＊tn　GNE ／HOUSE

　　　　　　　　　　 （3．6）

　　　　　 十 〇，988＊lnLICH − O．219＊lnPA ／CPI　O6）
　　　　　 （3．O）

　 　R2＝O．　994　 DW ・ ・2．1

（米国）

（
− 1．1）

S45 − 52

ln　AP ＝ − 15．54十 〇．0734＊ln　GNE ／HOUSE

（1．0）

　　　　 → 0，664＊ln　LICH − O。175＊ln　PA ／CPI  

　　　　　 （9．0）　　　　　　　（− 3．3）

　 　R2 ＝ 0．980　 DW ＝ 1．7　 S　45− 52

（英国）

　ln　AP ＝0，0956十〇．118＊lnGNEIHOUSE

　　　　　　　　 （3．3）

　　　　 十 〇．705＊ln　LlcH − o，143＊ln　PA ／cPI  

　　　　　（20．9）　　　　　　　（
− 9，0）

　 　 　 ．．＝0，990DW ＝3、1　 S　45− 52

　 上 式の 例で は
一

人あた り所得 に 替え て 世帯あた り所

得 （GNEfHOUSE ）を 用い て い る．昭和50年に お け る

国民千人あた り保有台数が，口本154台 ， 米国500台 ，

英国 255台で ある こ とを考慮すれば 保有水準に 対す る

所 得弾力 性 は 車 の 普 及 が進 む に つ れ て 急速に 低下 す る

こ とが わ か る ．

　 こ の 意味で 日本 の 時系列 デー
タ か ら所得弾力性を 推

計 し，そ れ を 用 い て 将来予 測 を行 な うと推計が過大 に

な りが ち で あ る．上 の 例 は 保有台数 に つ い て 推 計 した

もの で あ るが 新車台 数 で も基本的 な性向は 同 じ と思わ

れ る の で 所得をあえて 説明変数か ら除外 した ．実際に

用 い た 推 計式で は 保有台 数 と免許者 数の 項 が所 得 の 代

理 効果を もつ もの とみ られ る．

　 な お ，自動車価格 の 特性 を 調べ る と下 式 の よ うに 生

産量 に 対 して 有意に 負の 反応を示す こ とがわか っ た．

　 　 ln　PA ＝O．1136− 0，09078＊ln　AXP

　　　　　　（5．8）　　　（− 7．8）

　 　 　 　 　 　十〇．4626＊tn　WPI 　 　 　 　 　 　 〔1g）

　 　 　 　 　 　 　（15，0）

　 　 　 R2 ＝ 0，9540　 DW ＝ 1．9　 S　40− 54

　 つ ま り，生産台数 （AXP ）が 1 ヲ6伸 び る と 価格は

0．09％低下する こ とに な る．こ れは 量産効果を反映 し

て い る もの とみ られ，卸売物価指数 （WPI ）に 対す る

弾力性 が0．46と低 い こ と と相 ま っ て，自動車価格形 成

の
一

つ の 特 徴 とい え る．た だ，自動車需要 の 諸変数が

PA に よ っ て 有意 に 説明で きない た め （た とえば   参

照 ），こ の 興味ある 結果 は モ デ ル 体系 の 中に は 含め る

こ とが で きなか っ た の は 残念で ある ．

2 ）残存率

　本 モ デ ル で は 残 存率 を ワ イ ブ ル 分布で 近似 して い る

が，そ の 将来値 を次 の 手順で 推 定 す る．

　  調査年次毎 の 残存率 データ か ら（8）の パ ラ メ ータ α

　　お よ び k を 最小二 乗法 に よ り求め る ．

　    で 求め た α ，k か ら rt＝O，5 とな る 車令 （すな

　　わ ち半減期，俗に い う寿命）GTAP を求め る．

　　 こ の GTAP は

　　　　GTAP ＝＝（0．693x α）
1／iC　　　　　　　　 〔20）

　  調査年毎の GTAP データ を 用 い て ，　 GTAP を世

　　帯あた り保有 APPH の 関数と し て 推計す る．

　 推 計結果は 次の とお りで ある．

　　ln　GTAP ＝2．315 十〇．2439 ＊ln　APPH −1　　  

　　　　　　　（94．8）　　　（9．4）

　 　 　 R2＝O．9564　 DW ＝3．3　 S　47− 53

　こ れ を み る と，寿命が 世帯当た り保有台数 の 増加 と
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と もに 増 し て い く傾 向 を もつ こ とが わ か る．

3）台あた り走行距離

　 台あた り年間走行距離の 推計結果 は 以下 の と お りで

あ る．

　 　 tn　RUNAP ＝4．100− 0．7865＊ln　APPH

　　　　　　　　 （5．1）　　（− 5．7）

　　　　　　　　
− O，4389＊ln　RPG ！CPI

　　　　　　　　　（− 2．6）

　　　　　　　　十 1．2085＊ln　LICH 　　　　　　幽

　　　　　　　　　 （4．1＞

　 　 　 R2＝ 0，9089　 DW ＝ 1．4　 S　41− 55

　 こ こ で 興 味 あ る の は ガ ソ リ ン 価格の 弾力性 が一〇．44

とか な り高 い 値 とな っ て い る こ とで あ る．従来，次式

の よ うな フ ロ
ー型 で ガ ソ リ ン 需 要 を 推 計す る と価格 項

が有意に な らな い こ とが 多い ．

　　 tnGD ＝・a 十 b・ln　Y／CPI− c ・tn　RPGICPI 　　 岔⇒

　 こ こ で Y は 家計収入 で あ る．しか し，上 式 は フ ロ

ー・ス トッ
ク ・ア プ ロ

ー
チ か らい うと，所得効果の 保

有水 準に 対
’
す る 影響 とガ ソ リ ソ 価格 の 走行距離に 対す

る 影響を ミ
ッ

ク ス し た 式 で あ る とい うこ とに な る ．前

者 の 影響が 少 くと もこ れ ま で は 相対的に 強 か っ た た め

に ，価格項が有意 に 出なか った と考え られ る ．こ の 意

味か ら し て も燃料需要 の 算定 に あ た っ て は フ P − ・ス

ト ッ
ク 型 モ デ ル が有 効 で あ る と 思 わ れ る ．

4 ）燃料消費量

　 
〜（嚼式で 示 した よ うに APE と RUNAP が推 計 さ

れ れ ば，こ れ らの 積 と して 燃 料 消費量 が 求 ま る こ とに

な る．しか し， APE は 基準燃費や 残 存率 推 計 に もと

つ い て い る こ とか ら，こ の ままで は 誤差が や や 大きく

な る，そ こ で こ の 理 論値 と実燃料消費 量 とを あ らた め

て 統刮式で つ な い で い る．

　　実燃料消費量 二 a 十b 。基準燃料消費量　　　図

　基準燃 費が実走行燃費 と一致 し，新車台数・残 存率・

走行 距離の 推計が 正 し けれ ば a ＝ 0，b ＝1 と な る は ず

で ，実際に 推計 した 結果 も こ の 条件 に 近 い 値 となる ．

しか し 詳細に み る と，こ こ に は 問題 が存在す る．

　図 3 は 乗用車 の テ ン モー ド燃費 を残荏率 で 加重平均

して 求 め た 某準燃費 と実走行燃費す なわ ち燃 料 消 費量

と総 走 行距離の 比 を 示 し て い る．図 の 値を求め る に 際

し て は 昭和47年鳳 前 の テ ン モ ード燃費が 不 明で あ る の

で 昭和48年値を そ の ま ま過去に 延長 して 用 い て い る．

昭和 50年以前，特 に 昭和40年代前半に 見 られ る実燃費

と基準燃費 と の 乖離 は 主 と して こ の 理 由に よ る もの と

考 え られ る が ， 昭和50年 以後の 乖離の 拡大傾向 の 理由

と して は，統副 データ 自身の 信頼度に 対す る検討を 別

島
／ 聖

昭 。 、i 、2 、、 “　 ，s 、6 、， ，月 、9 ，σ ，1 ，，　 m 　 ，・ 斎曜

図 3 　実燃費 と基準燃費の 比較

に すれ ぽ次の 二 つ の 要因 が考 え られ る．

　  道路 事情の 悪 化 に 伴 な う実 走 行 モ ー ドの テ ン モ ー

　　 ド よ りの 乖離．

　   ．乗用車の エ ア ゴ ソ 等諸機器 の 導 入 に よ る 奢侈化．

　第
一

の 要 因 に つ い て は，信頼度 お よ び サ ン プル 数な

ど の 点 か ら統計 分析 に 耐 え 得 る データ が 入 手で きな い

た め に 本 研究 で は まだ 取 り扱 っ て い な い が ，こ の 要因

が 大 きな影響を及ぼ し て い る 可能性が高く，今後検討

すべ き重 要な 課 題 の
一

つ と考え ら れ る ．

　第二 の 要因の 主 な もの と して カ
ーク ー

ラ
ー

の 他パ ワ

ーハ ン ドル ・
カ
ース テ レ オ な どを 挙げる こ とがで ぎる

が 本 研究 で は と りあ えず カ ーク ーラ ーの 出 荷台 数 を 奢

侈化 の 代表変数 と して用 い て検討を 行 な っ た．しか し

出荷 台数 か ら国内販売分 を 分離で きな い こ とや ， 新車

装 着分 が 不 明 な こ と な ど，カ ークーラ ーの 利用動向に

関 して 不 明な点が多い が当面次の よ うな定式化を行な

っ た ．

　　 燃 料 消 費 量 ＝ a 十 b ・基準燃料消費量

　　　　　　　　　十 c ・カ ーク ーラ ー保有台数　 

こ こ で カ ークーラ ー保有台数 は 残存率が 半減期 5年 の

指数分布 に 従 うもの と仮 定 し て 販 売 台 数か ら求 め た ．

燃費測定 の た め に 設定 され て い る 走行モ ードが 実走行

状態 に 近 い もの で あれば 上 式 の 係数は a ≒ O， b≒ 1 と

な る と考 え られ る こ とか ら制約条件 b＝1 の 下 で パ ラ

メ ー
タ a ，c を 推定 し た 場合を 標準 ケ ース （ケ

ース 0 ）

とr乎ぶ こ と と し，こ れ に 対 して制約 な しで パ ラ メ ー
タ

推 定 を 行 な っ た 場 合 を ケ ース 1 と し た ．ま た ，奢侈化

の 要因を無視して 基準燃料消費量 と実燃料消費量 とを

統計式 で 結 ん だ 場合 （鋤式 の 場含）を ケ ース H と した．

推計の 結果は 次 の よ うで あ る．

　 （ケ ース 0 ）

　 　 GDAP − APE ＊RUNAP
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　 　 　 　 　 　 　 ガ ノ1♪yteM員 量

図 4　 モ デル 構成 図

　　＝ O・　02891 ＋ 0．1329＊ カ
ーク ー

ラ
ー

保有台数  

　　　 （O．　1）　　 （2．　O）

　 　 　 R2　・＝　O．　1893　 DW ＝・O．6　 S　41− 54

　 （ケ ース 1 ）

　 　GDAP ＝1，544十 〇，8325＊APE ＊RUNAP

　　　　　　（4．7）　　（25．7）

　　　　　　＋ O，4580＊ カ ーク ーラ ー保有台数　 鋤

　　　　　　　（6．3）

　 　 　 R2＝O．　9965　 DW 　 ：1．7　 S　41− 54

　 （ケ ース H ）

　 　GDAP ＝− O．9259 × 10
−z

　　　　　　　　（0）

　　　　　　 十 1，037＊APE ＊RUNAP 　　　　　 衂

　　　　　　　（27．7＞

　 　 　 R2＝0．9820　 DW 　＝O．4　 S　41− 55

　 ケ ース 0 に 関 し て は ， 式 の 推計に 用 い た プ 卩 グ ラ ム

の 都合上 ，実燃料消費量 と基準燃料消費量 との 問 の 残

差 に つ い て の 推 計式 とい う形 式を 用 い た た め に 適合度

が 低くな っ て い る の は や む を 得な い ．

　 ケ ース 1の 結果は 係数 の T 値，式 の 適合度い ずれ も

良好 で ある ．し か も DW 比 も L7 と 2に 近 く，推計

誤 差 の ラ ン ダ ム 性 を 示 し て い る．しか し餉式で の b が

小 さす ぎる 反面 c が大 きす ぎる が ， ケ ース 且に お い て

係数 が ほ ぼ 1で あ り，寄与率も大 きな値で あ る こ と と

比 較す る と，説明変数間 の 相関に よる 影響が ある もの

と思 わ れ る．

　本 研究 で は 標準 ケ ース を ベ ース に モ デ ル ・ラ ソ を 行

な っ た が，比較 の た め に ケ
ース 1

， ケ
ース ロに つ い て

も計算を 行 な っ た．最終的 に決定 され た モ デル の 構成

を 図 4 に 示す．

5．　 シ ミ ュ レーシ ョ ン に よる将来予測

　図 4 に 示 す構造を もつ 計量 モ デ ル を構成 し，将来予

測 を 行 な っ た ，結果 の 詳細 な 数値 は 本稿 で は 省略 す る

が，そ の 主要 な 部分に つ い て 以下 に 述べ る．

　想定 した 外生 条件は 次 の とお りで あ る．

　  GNE （国民 総 支出）実質成長率

　　　従来 の 政府 の 諸計画 に お け る 国民 総生産 の 想定

　　値 に 準 じて 設定 した ．

　　昭和55− 60年

　 　 　 　60 − 65年

　　　　65− 70年

  人 口

5，5％

5，0％

4．0％

　　厚生 省人 口 問 題 研究 所 の 予 測 に 準 拠 した ．

　　　昭和 55− 60年　　0．80％

　　　　　60− 65年　　0，64％

　　　　　65− 70年　　　　0．59 ％

　  名 目原油輸入 価格指数

　　　全 期間 を 通 じて 11％とした．こ れは GNP 価格

　　指数の 平均 ．ヒ昇率 8％，石 油実質価格上 昇率 3 ％

　　とい う仮定に よ っ て い る．も っ と も こ の 仮定 は 現

　　状の 石油需給事情の ゆ る み を 考 え る と，多 少 の 修

　　正 が必 要 と思 われ る ．

　  基準燃費

　　　基本的に は テ ン モ ード燃費を 用 い ，そ の 将米値

　　は 運輸省／通産省の ガ イ ド ラ イ ン に よ る 値 お よ び

　　米国 目標値な どを 参考 として 定め た ．

　　　昭 和 60年 　　ユ2．　3　km ／l

　　　　　65年 　　　13．4km ／t

　　　　　70年　　14，5km ／‘

　　　中間年 の 値 は 改善率 が一定とな る よ うに 内挿 し

　　て 用 い た ．

　以 上 の 条件設定 の も とで 将来値を 予測 した．

　保有台数 で は 図 5に 示 す よ うに，仲 び率 こ そ こ れ ま

で ほ どで は な い が 順調に 伸び る．昭 和 65 年で 3100 万

台，新車台数 は 370万台程度 とな る ．こ の よ うな 増加

の 予測は ，一
つ に は PA の よ うな 価格 に よ る 抑制項が

入 っ て い な い こ と，また LICH に 対す る 新車需要 の 弾

力性が 依然 と し て か な り高い と想定 して い る こ と に よ

る と思わ れ る が，一
応は 妥当な も の とみ られ る．す な
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わ ち ，保有台 数の 予測に 関 し て は，建設省第 8次 5 ヵ

年計画 に よ る 昭 和65年 の 予測 が2810万 台，自工 会に よ

る もの が 3410万 台（軽四 輪を 含 む ）で あ る が ，本 モ デ ル

に よ る 壬測ば そ の 中間 に 位置す る もの とな っ て い る．

　な お ，寿 命の 動 きに つ い て み る と，昭和 65 年 に は

9．8年 と， ほ ぼ 欧米に 近 い 値 ま で の び て い く可能性 の

あ る こ とが わ か っ た ．

　台あた り走行距 離は 昭 和 55年度実績値 11700km か

ら昭和65年予 測値 9500km とか な り低下す る．こ れ は

免許人 冂 （LICH ）の よ うな増 加要 因 は ある もの の 保有

台数増 加 （APPH ）や ガ ソ リ ン 価格一L昇に よ る負の 効

果が 強 く働 くこ とに よ る ．

　燃料消費量 に つ い て 各 ケ ース 閭の 比較を 図 6に 示

す．走行距 離 の 停滞 や燃費 の 向上 （こ れ は 新車需要が

伸 び る こ とに よ っ て 平均燃費が 向 上 す る）な どに よ る

基準燃料消費量の 伸び が鈍化す る こ との 影響 で ケース

且 や 標準 ケ ース で は 総燃料消 費量 の f申びが低 く1 昭和

54年実績値に 対 して 昭 和65年予測薩 の 増 加量 は そ れ ぞ

れ 2 ％ （ケ ース ［ ），12％ （標 準 ケ ース ）に 過 ぎな い ・

こ れ に 対 して ケ ース 1で は 36％ の 伸び と な る が，直観

的に は こ の ケ
ース が最 も妥当に 感 じられ る．い ずれ に

せ よ，乗用 車実燃費が どの よ うな要因に 真に 支配 され

て い る の か を も う少 し詳細 に 解 明 す る こ とが，今後 の

燃料需要予測 の
一つ の 大 きな鍵 と思わ れ る ．

6． 結びに

　以 L， 自家用 乗用車 の 利用様態 に 関す る 諸データ を

も とに 計量 モ デ ル を構 築 し将来予 測 を行な っ た 結果に

つ い て 述べ た が，今後検討すべ き課題 と して，1）実燃

費 とテ ン モ ード燃 費との 乖離を 説明 し 得 る 有効な 方法

の 開発，2）本研究で は 需要側の 要 因 の み を 取 り入れ た

モ デ ル で あ るが石 油 製品 供給側 の 諸制約 の モ デ ル へ の

導入 が 必 要 と考 え られ る．

　本研究 で は 現在，自動 車全 体 を 対 象 とす るモ デル の

検討を 行 な っ て い る が，モ デ ル 自体が 膨 大 で あ るの で

本稿 で は，まず自家用 乗用車部分に つ い て の み 報告 し

た ．今後 あ らた め て 貨 物 ［葦お よ び 他 車種 に つ い て の モ

デ ル 化 を発表 した い ．

　終 りに ，本研究の 機会を ti・え て い た だ い た （社 ）シ ス

テ ム 総 合 研 究 所 な らび に （社）道路経済研究所 に 感謝す

る，また，本研究の 過程で 有益 な議論 ・御指摘 を頂 い

た 東京 大 学．［学 部　石 谷久 助教授 ・手塚哲央氏に 感謝
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図 6　 ガ ソ リ ン 消費量 の 予 測結果

付録 1　 記号一欄

記 司 単 酬
　 　 　 　 　 　 　

一tt〒
1T

説 明

GNE

　POPLICHWPI

　CPI

　 PARPG

　AXPANP

　APPANPHAPPHRUNAPFEAPGTAPGDAP

兆 　 　円

百 万 人

人／ 世帯

S50 ＝ ユ

　 〃

　 〃

円／ 1

百 万 台

　 〃

　 〃

台／世帯

　 〃

km ／台 年

　km ／l

　 年

百 万 kl

実質国民 総支 出 （50年価格）

人 口

世帯 あ た り普通運転免許保有者数

卸売物価指数

消費者物価指数

乗用 車卸売物価指数

ガ ソ リ　ン ，J丶売価格

乗 用車生産台数

自家用 乗用 車新車登 録台数

　 　 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

保有 台数

世帯あた り新車台数

世帯あた り保有台数

台あた り走行距離

テ ン モ ード燃費

半．減期
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付録 II 説明変数の た め の 推計式

　世帯数

　　HOUSE ；− 13．94十 〇．3830 ＊POP

　　　　　　　（
− 12．4）　（36．7）

　 　 　R2＝0，9890　 DW ＝O，5　 S40− 55

　普通運転免許保有者数

　　LIC ＝− 104．5十 1．159＊POP

　　　　 　（− 20．2）　（24，4）

　　　R ：＝O．9769 　 DW ＝0．5　 S41− 55

　卸売物価指数

　　WPI ＝− 0．4409 十 〇．2581 ＊POIL 十〇．2340＊TIME

　　　　　　（
− 2．5）　　（7．6）　　　　　　　　（5．7）

　 　 　R2＝ O．9769 　 DW ＝0，8　 S40− 55

消費者物価 指数

　　CPI＝0．09524 十〇．6830 ＊CPI−1十〇．4795 ＊WPI

　　　　　（− 4．0）　　（10．7）　　　　　　　（6．2）
　 　 　R2＝O．9962 　 DW ；O，5　 S41− 55

　ガ ソ リ ソ ノJ丶売価格

　　RPG ＝30．29十 〇．3710 ＊RPG ＿1 十 41．04＊POIL

　　　　　 （4．3）　　（2，8）　　　　　　　　（5．7）
　　　A

　　　R2＝0，9615　 DW ＝1．7　 S42− 55

　新車当た りカ e−　P 一ラ ー出荷台数

　 COOLER ／ANP 三一〇．2030 十1．828＊APPH

　　　　　　　　　　 （
− 2．9）　　（10．4）

　　 R2＝O．S849　 DW ＝O．3　 S40 − 54

付録 III 主要データ出典

　 く保有台数，新 車登録台数〉

　　主 として 1 ）に よ るが 入手不司 能な 時期 に つ い て は 2＞

　　お よ び 3 ）に よ り補充 し た．

　 1）運 輸省 二 自動車保 有車両数月報

　 2 ）運輸省 ：陸運統計 月報

　 3） 自動車工業会 ：自動車統計月報

　 く残存率 ＞

　 4 ） 自動車検査登 録協力会 ：自検協統計

　 〈走行距 離，燃料消費量＞

　5 ）運輸省 ；陸運統計年報

　 くその 他 ＞

　 6 ）経済企幽 庁 ：国民経済計算年報

　7 ）総理府 ；人 口推計月報

　 8）警察庁資料 ：運転免許 閼係統計

　9 ）総理府 ：消費者物価指数年報

　10）総理府 ：小売物価調査年報

　11） 日本銀行 ：物価指数年報

　12）通産省 ；機槭統計年報
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