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本論文では，近年方法論の展開が大きく進んでいる “異質性”と “摂動性”という観点を中心に離散選択モデ
ル研究の包括的なレビューを行い，今後の行動モデル研究について筆者らなりの展望を示すことを目的とする．
まず異質性に関しては，Mixed Multonomial Logitモデルを理論の下敷きとして，個人の選好の異質性を離散選
択モデルの枠組で具体的に記述し，詳細な個人データに基づいて推計するための近年の方法論開発についてレ
ビューを行う．次に摂動性に関しては，摂動効用の概念を概説した上で様々な意思決定の場面への応用可能性
を示すと共に，一般化エントロピー概念，凸共役性，需要関数の可逆性等を鍵とした需要推計方法論の展開に
ついて包括的に整理する．最後にレビューを総括した上で，今後の行動モデル研究の展望について論じる．
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1. はじめに

(1) 背景と目的
改めて述べるまでもなく，1970年代初頭に米国で開

発され，1980年代になって我が国でも研究が大きく展
開した離散選択モデル1 は，交通需要予測やプロジェク
ト評価の実務における標準的なツールである．多項ロ
ジット (MNL)モデル式の導出とパラメータ推定は，大
学の交通計画の講義の必須教授項目とも言える1)–3)．
この離散選択モデルについて，我が国でも交通計画，

土木計画学，応用ミクロ経済学，行動計量学等において
様々な研究が行われてきた．交通行動分析分野におけ
るレビュー論文も多数存在する．1980年代には四段階
推定法に代わる実用可能性の観点に着目した整理4)や，
ネスティッドロジット (NL)モデルによる多次元選択行
動の整理5),6)がなされている．1990年代から 2000年代
後期にかけては，現実の意思決定の特性を加味した様々
なモデル展開7),8)や，アクティビティ分析やネットワー
クモデリングにおける行動モデルの役割9)–12)等が整理
されている．さらに 2010年代には，離散–連続モデル
や社会的相互作用分析の整理13),14)に加え，街区レベル
の詳細空間設計への活用可能性15)と言った観点からの
整理もなされている．
それに対し本論文では，近年方法論の展開が大きく
1 非集計行動モデル (Disaggregate Choice Model)，個人選択モデル

(Individual Choice Model)等とも呼称されているが，本論文では
離散選択モデル (Discrete Choice Model)という表記で統一する．

進んでいる “異質性”と “摂動性”という観点に特化し
て離散選択モデル研究の包括的なレビューを行い，今
後の行動モデル研究について筆者らなりの展望を示す
ことを目的とする．

(2) 異質性
異質性 (Heterogeneity)とは，意思決定者の嗜好が個
人間あるいは同一個人でも状況次第で異なり，結果とし
て選択行動にも差異が生じる状況を指す2．この考え方
自体は新しいものではなく，意思決定者の社会経済変数
をモデルに明示的に取り込むことによる “観測”異質性
の考慮はモデルの開発当初から行われていたし3，パラ
メータの個人間変動を考慮したいわゆるランダム係数
モデルも 1970年代初頭18) にその始源を見ることがで
きる．そのような “非観測”異質性の考慮は，2000年代
初頭の Mixed Multinomial Logit (MXL) モデル19),20) の
確立を以て概成したかと思われたが，標準的なMXLモ
デルは表現可能な異質性の統計分布パターンが限定的
であるという，実務上，計算上の課題を有していた．こ
のため，我が国ではさらなる研究開発や実務への展開
があまり進まなかったと著者らは考えている．
これに対し，特に欧州の研究者を中心に，個人間異

質性はもとより個人内異質性の考慮や，より柔軟な異
質性分布を考慮可能なノンパラメトリック推定方法や
ベイズ統計学に基づく研究の展開がこの 15年間で大き

2 異質性に関して包括的に整理した論文として張ら 16) がある．
3 むしろこれこそが離散選択モデル開発の主な動機であった 17)．
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く進展してきた．そしてそれらの学術成果は，例えば，
交通プロジェクト評価における重要なパラメータであ
る旅行時間短縮価値21)や時間信頼性価値22)の詳細な個
人単位での推計に適用されている．特に欧州諸国23)–26)

では，プロジェクト評価の実務においてもそれらの最
新手法に基づく原単位推計結果が採用されている．
マーケティング・サイエンスの分野では，消費者間

の異質性が古くから重要な研究課題であり，多くの研
究が行われてきた．他方交通分野でも，特に近年，異
質性を考慮可能な緻密な個人レベルの離散選択モデル
を用いて，自動運転や MaaS (Mobility as a Service) の
ような不確実性が大きくシステム構成も複雑な新モビ
リティサービスの価値評価，より精緻化された交通プ
ライシング問題への適用，ビッグデータマーケティン
グの枠組でのレコメンダーシステムへの適用等といっ
た，新たな展開も見られるようになってきた．著者ら
は，効用理論という明確な理論基盤を背景に持つ離散
選択モデルは，いわゆる “解釈可能なAI” (XAI)27)の一
つとしてさらなる可能性を有していると期待している．

(3) 摂動性
一方，摂動 (Perturbation) 及び摂動性という概念は，

離散選択モデルの枠組で明示的に扱われることは従来
見られなかった．元来，力学における摂動は，「主要な
力の寄与（主要項）による運動が，他の副次的な力の寄
与（摂動項）によって乱される現象」(Wikipedia)と定
義されている．既に方程式が解けている系の運動や状
態に対し，“比較的弱い相互作用”が入ったときにどの
くらい変化するのかを調べるのが摂動論である4．
この概念を行動モデルの枠組で捉え直すと，「現実の

人々の意思決定が，標準的な意思決定理論5（主要項）
から，単純ながらもある首尾一貫した副次的・変則的
(Anomaly)な要因6（摂動項）の影響を受けて乖離し，あ
る確率的な選択行動として発現するような状況」と考え
ることができるであろう．そのような摂動性の概念を意
思決定理論として体系化したものが摂動効用 (Perturbed
Utility)である29),30)．
摂動効用という統一理論化がなされたのは最近のこ

とであるが，実は離散選択モデルではこの概念はこれま
でも暗黙に用いられてきた．具体的には，消費する財
のバラエティが大きいことで効用が増大する状況を表
した代表的消費者のある効用最大化問題の最適解（需要
関数）がMNLモデルに同型となることが従来より知ら
れている31)–33)が，これは摂動効用項としてシャノン・
エントロピー型関数を用いた特殊ケースであると解釈
できる．摂動効用は，そうしたバラエティ選好の考慮

4 摂動論の入門的和書として Strogatz 28) がある．
5 期待効用理論など．
6 財バラエティ選好，限定合理性，何らかの戦略的意図性など．

を一つの特殊ケースとして包含し，それ以外の様々な
意思決定特性を記述することが可能であり，MNLを含
めた様々なクラスの離散選択モデルを首尾一貫した体
系として導出することができる．
さらに摂動効用は，数理最適化における双対理論の

枠組を援用することで，「確定効用プラス確率効用」と
いうMNL等が準拠してきた（加法型）ランダム効用モ
デル (Additive Random Utility Model: ARUM)34)との関
連付けも明確にすることができる．双対理論の利用は，
大規模な問題や動的離散選択の問題への拡張，モデル
パラメータ推定方法の効率化，モデル識別問題の克服
等という利点をもたらしている．このため，摂動効用
の概念をランダム効用の概念と一体的に整理すること
に一定程度の意義があると筆者らは考えている．

(4) 論文の構成
2.では，MXLモデルを理論の下敷きとして，個人の
選好の異質性を離散選択モデルの枠組で具体的に記述
し，データに基づいて推計するための近年の方法論開
発についてレビューを行う．3.では，Perturbed Utility
の概念を概説した上で，様々な意思決定の場面への応
用可能性を示すとともに，エントロピー概念，凸共役
性，関数の可逆性等を鍵とした需要推計方法論の展開
について包括的に整理する．最後に 4.ではレビューを
総括した上で，今後の行動モデル研究の展望について
論じる．

2. 異質性を考慮した離散選択モデルの展開

(1) Mixed Multinomial Logit Modelの概要
離散選択モデルにおける異質性に関して検討するに

当たり，MXLモデルの基本構造を理解しておくことが
まず必要である．
a) クロスセクションデータの場合
クロスセクションデータ（個人 n (n = 1, . . . ,N)に対
し，それぞれの個人が各々一回の離散選択の場面に直面
している状況）を考える．βn を直接観察することが不
可能な個人 nの選好パラメータベクトルとしよう．βn

は，個人間で独立かつ同一の確率密度関数 f (β | Ω)に従
うと仮定する．ここで Ωはこの確率密度関数を規定す
るハイパーパラメータベクトルである7．また，個人 n

が選択した選択肢を jn∗ で表す．さらに，Pn ( jn∗ | β)に
より，βがある値として与えられたもとで個人 nの実際
の選択行動が起こる確率（条件付き尤度）を表すもの
としよう．MXLモデルにおいて，PnはMNL型の形式

7 例えば f が正規分布の場合，Ω には平均と分散が相当する．
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(Logit Kernel)として次式で与えられる．

Pn
(
j∗n | βn

)
=

exp(βnxn, j∗n )∑Jn
j=1 exp(βnxn, j)

(1)

ここで Jn は個人 nが直面する選択肢の総数，xn, j は選
択肢 jに対する個人 nの観測属性ベクトル8である．
このとき，MXLモデルに基づく個人 nの実際の選択

行動が起こる確率（尤度）は，βに関する周辺化操作を
行うことにより，次式で与えられる9．

Pn
(
j∗n
)
=

∫
β

Pn
(
j∗n | β

)
f (β | Ω)dβ (2)

このとき，対数尤度関数は次式で表される．

LL(Ω) =
N∑

n=1

ln
(∫
β

Pn
(
j∗n | β

)
f (β | Ω)dβ

)
(3)

式 (2) の MXL モデルには積分計算が残るため，パラ
メータ推定においてはシミュレーション近似が通常用
いられる．シミュレートされた対数尤度関数は次式で
表される．

SLL(Ω) =
N∑

n=1

ln

 1
R

R∑
r=1

Pn
(
j∗n | βr,n

) (4)

ここで βr,nは，個人 nにおける f (β | Ω)からの合計 R個
のサンプリングパラメータのうち r番目の標本を指す．
通常，合計 N 人の個人に対して異なるサンプリング10

が行われるため，この対数尤度の計算には全部で NR個
のサンプリングパラメータ標本が必要となる．
b) 繰り返し選択データの場合
複数時点で観測されたパネルデータや，選好意識 (SP)

調査から得られるデータは，同一個人による繰り返しの
選択データを含んでいる．こうした場合，同一の個人
であれば，選択の場面が異なってもその選好は変わら
ず同一であると仮定することは自然と考えられる．個
人 nが Tn 回の選択の場面に直面し，場面 tで選択した
選択肢を j∗n,t (t = 1, . . . , Tn)とする．選択の系列 { j∗n,t}Tn

t=1

が観測される同時確率は次式で表される．

Pn

(
{ j∗n,t}Tn

t=1

)
=

∫
β

 Tn∏
t=1

Pn,t

(
j∗n,t | β

) f (β | Ω)dβ (5)

対応する対数尤度関数は次のようになる．

LL(Ω) =
N∑

n=1

ln

∫
β

 Tn∏
t=1

Pn,t

(
j∗n,t | β

) f (β | Ω)dβ

 (6)

シミュレートされた対数尤度関数は次式で表される．

SLL(Ω) =
N∑

n=1

ln

 1
R

R∑
r=1

 Tn∏
t=1

Pn,t

(
j∗n,t | βr,n

)
 (7)

8 選択肢固有変数，選択肢共通変数，社会経済属性変数などをまと
めて表記する．

9 MXL の “Mixed” とは，(1) の Logit Kernel を導出するために仮
定しているランダム効用項がガンベル分布に従い，選好パラメー
タが分布 f (β | Ω) に従うことで，総効用がそれらの混合分布に
従う状況を表していることに由来する．

10 サンプリングの方法も近年進展しているが本論文では触れない．

式 (7)より，与えられたパラメータ標本 βr,nに対して選
択確率の系列積∏Tn

t=1

(
Pn,t

(
j∗n,t | βr,n

))
がまず計算される

ことがわかる．そしてその上で系列積の標本平均を求
め，最後にその対数が取られている．これらの計算に伴
い，個人 nの全体尤度への寄与において RTn回のMXL
計算が必要となる．
c) 個人内異質性の考慮
以上の a)，b)は，選好パラメータの個人間異質性の
みを考慮するものであった．ここではさらに個人内異
質性を導入する11．そのために，選好パラメータが選択
場面 tによっても異なると考え，βn,t と表そう．その上
で，βn,t を個人に固有の要素である αn と，個人及び選
択場面に固有の要素である γn,t に分解する．すなわち，

βn,t = αn + γn,t, ∀n, t (8)

である．αn は個人間で異なるが選択場面による影響は
受けないため，個人間異質性を捉えている．それに対
し，γn,t は個人間のみならず選択場面によっても異なる
ため，個人内異質性を捉えている．
αnが従う確率密度関数を g(α | Ω)，γn,t が従う確率密
度関数を h(γ | Ω)とし，αn，γn,t の確率密度関数のハイ
パーパラメータを Ωとして再定義すると，対数尤度関
数は次のように表される．
LL(Ω) =

N∑
n=1

ln

∫
α

 Tn∏
t=1

(∫
γ

Pn,t

(
j∗n,t | α, γ

)
h(γ | Ω)dγ

) g(α | Ω)dα


(9)

個人間異質性について R回，個人内異質性について K

回のパラメータ標本のサンプリングを行うとすると，シ
ミュレートされた対数尤度関数は次式のようになる．

SLL(Ω) =
N∑

n=1

ln

 1
R

R∑
r=1

 Tn∏
t=1

1
K

K∑
k=1

(
Pn,t

(
j∗n,t | αr,n, γk,t,n

))
 (10)

式 (10)のシミュレーションでは，個人 nに対し全部で
KTn 個の γがサンプリングされた上で αに対して全部
で R個のサンプリングがなされる．その結果，個人 n

に対するサンプリング数は式 (7)では計 RTn であった
のに対し，式 (10)では計 RKTn のサンプリングが必要
となり，計算量が飛躍的に増加することが示唆される．

(2) 異質性のパラメトリックな表現方法
対象母集団における選好パラメータ βの異質性を具
体的に表すためには，その確率密度関数 f (·)（あるい
は，g(·)及び h(·)）を特定化する必要がある．MXLモ
デルの代表的教科書である Train20)では，正規分布，対

11 その考慮のためには，用いるデータセットは繰り返し選択デー
タであることがモデルの識別 (Identification)上で必須である．
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数正規分布，切断正規分布，三角分布といった計算プ
ログラム上の実装が比較的容易な確率密度関数を用い
た事例の紹介が中心であり，我が国におけるMXLモデ
ルの適用事例の多くも，そのようなスタンダードな確
率密度関数の活用にとどまっていた．
しかし，分布形状に関する制約が比較的強いそれら

の統計分布を用いて母集団の選好異質性を表そうとす
ることには限界が大きい．例えば，旅行時間短縮価値
は一般に非負の値を取ると期待されるが，交通行動モ
デルの旅行時間変数のパラメータに正規分布を仮定す
ると，その特性上，正負両方の値を必ず取り得てしま
う12．一方，対数正規分布を採用することで符号条件は
必ず満足されるようになるが，分布の裾が非常に厚く
なるという新たな課題が生じる．
a) 柔軟なパラメトリック分布
これに対し，上述のようなスタンダードな分布に従う

確率変数を変数変換して得られる特殊なパラメトリッ
ク分布を用いることで，分布形状に関する制約を緩和
できることが知られている．柔軟性が高くかつ操作性
に優れた分布の代表例は以下の二つである．
Johnson SB分布35) この確率分布は四つのパラメータ
を持ち，分布の左右非対称性を表現できることや，確
率変数の上限値と下限値を有界に定めることができる
などの点において，正規分布や対数正規分布に比べて
柔軟かつデータオリエンテッドに分布形状を設定する
ことができる13．確率密度関数は次の通りである．

β ∼ SB(b, σ, δ0, δ1) ≡ δ0 + (δ1 − δ0)
exp(b + σω)

1 + exp(b + σω)
(11)

ここで，ωは標準正規分布 N(0, 1)に従う確率変数，b

は確率分布のロケーションパラメータ，σは標準偏差
パラメータ，δ0 はパラメータの下限値，δ1 はパラメー
タの上限値を表す．

Johnson SB分布を用いて，Hess et al.36)は旅行時間短
縮価値の母集団分布を推計し，他の標準的分布よりも
適合度が高いことを確認している．Train and Sonnier37)

は，環境質の変化に対する支払意思額の母集団分布を推
計している．城間ら38)は，バイアスを極力小さくして
信頼性の高い時間価値分布の推計結果を得るため，複
数のデータソースを活用し，状態依存性等を明示的に
組み込んだ上で，さらに異質性として Johnson SB 分布
を用いた個人レベルの離散選択モデルを構築している．
しかし，Johnson SB 分布を用いたパラメータの数値計
算では，上限・下限値 δ0，δ1 については予め分析者が
値を与えなければ，推定結果が安定しないという課題
が残されている37)．

12 他にも，分布が完全に左右対称になるという制約も課される．
13 パラメータの組合せ次第で複峰の分布を表すことも可能である．

対数一様分布 確率変数 uが範囲 [aL, aU]の一様分布
に従うとき，その対数変換値 β = log(u)が従う分布は対
数一様分布と呼ばれる．この分布は対数正規分布に比
べて分布の裾が短くなり，極端に外れた選好パラメー
タが生じる可能性が小さくなっている．対数一様分布
は Fosgerau23)において初めて時間価値分布の推計に用
いられた．また，Hess et al.26)では，状態依存性などそ
の他の要因も盛り込んだより一般的なモデルフレーム
ワークが構築され，イギリスにおける時間価値分布の
推計の実務でも活用されている．

b) 混合正規分布に基づくMXLモデル

互いに独立な複数の正規分布に従う確率変数の線形和
（混合正規分布: Discrete-Mixture-Normal）により，任意
の確率分布を高い精度で推計できることは古くから知ら
れている39)．この混合正規分布をパラメータの母集団分
布を表すために用いたMNL型の離散選択モデルは，確
率分布の混合を二重で行っていることからMixed-Mixed
MNL (M-MXL)モデルと呼ばれる40)．これは，Q個ある
正規分布のうち q番目のものを N(µq, σ

2
q)によって表し

(q = 1, . . . ,Q)，さらに，それぞれの正規分布がサンプリ
ングされる確率を πq (0 ≤ πq ≤ 1)によって表したとき，
パラメータ β の母集団分布を f (β) =

∑Q
q=1 πqN(µq, σ

2
q)

によって特定化するものである．

Fosgerau and Hess41) では，混合正規分布によるパラ
メータ異質性を表現する枠組を構築し，仮想データを用
いた性能検証を行っている．Keane and Wasi42)では，M-
MXLモデルを含めた様々な離散型混合分布によるパラ
メータの異質性表現の比較分析を行っている．Daziano
et al.43)では，SPデータに対して混合正規分布あるいは
混合対数正規分布による異質性表現を導入したM-MXL
モデル (NM-MXL，LNM-MXL)を推定し，自動運転普
及時の時間価値の母集団分布を推計している．

混合分布においては，要素となる個別の確率密度関
数のパラメータに加え，サンプリングされる確率 πqも
同時に推定する必要があるが，一般的にこうした混合
分布の推定は計算上不安定になりがちである．これに
対し，Train44)は，EM (Expectation-Maximization)アル
ゴリズムを用いて安定的に混合分布を求める MXLモ
デルの推定フレームを構築している．

c) Logit-Mixed Logitモデル

Train45)は，離散のパラメータ空間 (Finite Support)を
想定した上で，各パラメータ値の生起確率がMNL式に
よって与えられる Logit-Mixed Logit (L-MXL)モデルを
提案している．βの母集団分布が有限の台 S 上で定義
されると仮定すると，個人 nが選択肢 jを選ぶ確率は
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次式で与えられる．

Pn ( j) =
∑
r∈S

W (βr | α) · Qn, j (βr)

=
∑
r∈S

(
eα
′z(βr)∑

s∈S eα′z(βs)

)
·
 eβ

′
r xn, j∑

j′∈Jn
eβ′r xn, j′

 (12)

ここで，W (βr | α)は質点 (Mass Point) βr ∈ S の生起確
率，z (βr)は βr に関するベクトル値関数，αはそれに呼
応した未知パラメータベクトル，Qn, j は βr が与えられ
たもとでの選択肢 jの選択確率である
式 (12)の数理的構造は，従来からある潜在クラス選択
モデル46) やMass Pointモデル47),48) と同じである．但
し，台 S の要素数を十分に大きく設定し，z (βr)の関数
形14を適切に設定することであらゆる混合分布を必要
とする精度で近似することができる．パラメータ推定
においては，質点 βr を生成する台 S の部分集合 S n を
サンプリングし，それによってシミュレートされた対
数尤度関数を構築している．また，NM-MXLに対する
L-MXLの優位性として，対数尤度最大化において必要
とされる対数尤度関数の勾配ベクトルを解析的に導出
可能で，計算の高速化が可能となることが挙げられる．
Bansal et al.49)は，説明変数ベクトルをそのパラメータ
が Logit-Mixture分布に従うものとそうでないもの（固
定パラメータ）とに分離した上で L-MXLモデルを構成
する方法を開発している．

(3) ノンパラメトリックアプローチ
大量のデータの利用を前提にデータドリブンに選好
パラメータの母集団分布を推計するのが，関数を事前
に仮定しないノンパラメトリックアプローチである15．
異質性を表現するという観点からの本アプローチは，
基底関数を推定するという有限次元の問題に変換して
から問題を取り扱うセミ・ノンパラメトリックなアプ
ローチと，インプットとアウトプットの局所的な関係
を推計することを主眼としたノンパラメトリックアプ
ローチとに大別される．前者の代表例が Sieve推定，後
者の代表例が Kernel推定である．

14 Train 45) はスプライン，階段，多項式等の関数を挙げている．
15 Chen 50) は計量経済モデル全般について次のように分類している．
(a) Parametric：全パラメータが有限次元空間で定義される場合
(b) Nonparametric：全パラメータが無限次元空間で定義される場合
(c) Semiparametric：一部パラメータが Parametric，その他パラメー
タが Nonparametric の場合

また，ARUM の枠組で以下のような整理 51) もなされている．
(d) Nonparametric：確定項の関数も確率項の分布関数も共に Non-

parametric な場合
(e) Semiparametric I：確定項は Parametricだが確率項の分布関数は

Nonparametric な場合
(f) Semiparametric II：確定項は Nonparametric だが確率項の分布
関数は Parametric な場合

(d)∼(f)の各カテゴリーに相当する離散選択モデル 52) も開発されてい
るが，確定項の Nonparametic 化は刺激量に対する反応量の非線形関
係を意味しており，個人間や個人内の異質性を直接的に扱っている
わけではないため，本論文のレビューでは対象外とする．

a) Sieve推定
Legendre多項式アプローチ Sieve推定は，「充分滑ら
かな関数は基底関数の線形和により予め定めた任意の
精度で近似可能である」いう考え方に基づくものであ
る．これにより，ノンパラメトリックの関数を求める
という無限次元空間上のパラメータ推定問題が，線形
関数の係数を推定するという有限次元の問題に置き換
えられる．基底関数としては，べき関数，階段関数，ス
プライン等が用いられる．
但し，一般的な関数とは異なり，確率密度関数（又は

分布関数）を Sieve推定するためは留意すべき事項があ
る．確率密度関数は確率変数の全定義域で積分をとる
と 1に等しくならなければならないという制約（全確
率は 1）が必須である．先述のNM-MXLや L-MXLは，
そうした制約を暗に与えた Sieve推定によりパラメータ
を求めていると解釈することも可能である．
そうした制約を満たし，基底関数として Legendre多
項式を用いて異質性パラメータの母集団分布をセミ・ノ
ンパラメトリックに推計した研究に Fosgerau and Bier-
laire53)がある．この研究では，適切に変換された Leg-
endre多項式 Lk(x)（付録 a)参照）を用いて，対象とす
る異質性パラメータ分布の近似を高い精度で行ってい
る．N 次の修正 Legendre多項式を次式で与える．

qN(x) = 1 +
N∑

k=1

δkLk(x) (13)

ここで δk は未知パラメータである．その上で，想定し
ている分布 Fから真の分布Gへ変換する関数G = Q(F)
(Q : [0, 1]→ [0, 1])の一階偏微分を次式で近似している．

q(x) ≈ 1
K

q2
N(x) (14)

ここで Kは規格化定数で陽に求められ，K = 1+
∑N

k=1 δk

となる．分析者が想定する βに関する分布 F と真の分
布Gの関係を明示的に導入した上で，選択確率の近似
式が以下の通り求められる．

Pn ( j | Ω) ≈ 1
K

∫ +∞

−∞
Pn ( j | β, ) q2

N(F(β)) f (β)dβ

=
1
K

∫ 1

0
Pn

(
j | F−1(z),Ω

)
q2

N(z)dz (15)

分析者は，Legendre多項式の次数 N を要求される精度
に応じて定め，その上で尤度比検定を通じて想定する
βに関する分布 F と真の分布Gとがどれぐらい類似し
ているのか検定することができる．
冪級数展開アプローチ 上述した Fosgerau and Bier-
laire53) の方法は，「使用しているパラメトリック分布
f が真の分布 g にどれぐらい近いのか」を Sieve 推定
によって検定するものである．したがって，分布形そ
のものを推計する手法ではない．これに対し Fosgerau
and Mabit54)は，異質性パラメータが従う確率密度関数
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について，その関数そのものを推定するのではなく，生
成される乱数を基底となる確率分布（一様分布や標準
正規分布など）の冪級数により近似する方法を提案し
ている．すなわち，r番目のサンプリング βr を次式に
よって与える．

βr = f (ur | α) =
K∑

k=1

αkuk
r (16)

ここで，uは基底確率変数，αは係数ベクトルである．
効用関数の確定項が βxで与えられているなら，r番

目のシミュレート結果は ∑K
k=1 αk(xuk

r )のように係数パ
ラメータに関して線形となるため，計算効率性が高い．
さらに，冪級数の次数 K を適切に設定することで，分
布の任意のモーメントを係数パラメータ値から求める
ことができることも知られている55)．
b) Kernel推定

Kernel推定は，統計データのヒストグラム作成の考
え方を一般化してその恣意性を極力排除すると共に，定
量分析における操作性を高めようとしたものである．

Kernel推定では，インプットとアウトプットの間の
関係については観測データに基づく局所性（例えば，イ
ンプットの局所区間内ではアウトプットは定数あるい
は線形等の単純な関数関係を持つ）を仮定しつつ，局所
どうしが滑らかに接合するよう各観測データの貢献度
を滑らかに変更させていくために，与えられたバンド
幅 hのもとで Kh(u) = Kh(−u)かつ

∫
Kh(u)du = 1を満た

す Kernel関数 Kh(·)を用い，密度推定や回帰を行う16．
離散選択モデルの枠組における Kernel推定の適用事

例は，後述する旅行時間短縮価値（時間価値）の母集団
分布の推計等に限られている．但しそれを考えるに当
たり，異質性を想定する分布を “選好” (Preference)に求
めるのか，それとも “支払意思額” (WTP)に求めるのか
による違いを理解しておくことが必要である．
Preference Space vs. WTP Space 離散選択モデルの
枠組では，時間価値は費用（所得）の限界効用に対する
旅行時間の限界効用の比率として定義されてきた．標
準的な時間価値推計では，交通手段選択や経路選択等
の ARUM型の離散選択モデル，例えば，

Un jt = −αn pn jt + θ
′
nxn jt + ϵn jt (17)

を特定化し，選択データより求めたパラメータの比率
θ̂n/α̂nによって時間価値を求めることが標準的であった
（αn：交通費用等の価格指数 pn jt に対応する係数（限界
効用），θn：旅行時間等も含めた選択肢属性 xn jt に対応
する係数（限界効用）ベクトル，ϵn jt：ガンベル分布に従
うランダム項であり，分散が個人毎に異なる状況すな

16 計量経済学への適用に関しては Li and Racine 56) に詳しい．ま
た，バンド幅 h の設定には，通常クロスバリデーション法等が
用いられる．行動モデルと連携した旅行時間分布推計への同手
法の拡張的な適用例として Fosgerau and Fukuda 57) がある．

わち Var
(
ϵn jt

)
= µ2

n

(
π2/6

)
を想定）．これが “Preference

Space”で定義された効用関数である58)．
効用の序数性より，正数であるスケールパラメータ µn

で式 (17)の両辺を除しても選好は変化しないことから，
Un jt = − (αn/µn) pn jt + (θn/µn)′ xn jt + εn jt (18)

を同じ行動を記述するランダム効用モデルとして用い
ることもできる．但し式 (17)と異なり式 (18)では，ガ
ンベル分布に従う誤差項 εn jt の分散が全ての個人 nで
同一

(
= π2/6

)
となっている点が異なる．これはさらに

λn = (αn/µn)，cn = (θn/µn)，wn = cn/λnと書き改めこと
で，次のように表すことができる．
Un jt = −λn pn jt + c′nxn jt + εn jt = −λn pn jt + (λnwn)′xn jt + εn jt

(19)
式 (19)の形式が，“WTP Space”で定義された効用関数
と称される58)．選択肢の各属性に対する支払意思額wn

を直接的に表した行動モデルである．
さて，同じ行動データを (17)の特定化に基づいて推

定するのか，式 (19)の特定化に基づいて推定するのか
の違いは，行動モデルにMNLを仮定する限りは何の違
いももたらさない．しかし，MXLをはじめとする個人
間異質性を考慮可能なモデルを適用する際には，両者
は有意な違いをもたらす．具体的には，(1)それぞれ個
別の分布に従うランダムな係数どうしの比によって与
えられる指標（時間価値など）の分布のモーメント（の
一部）が非有界になる問題 (Preference Space)59)，(2) µn

が共通に係数の分母として含まれることに伴う係数間
の相関の可能性 (WTP Space)58),60) といったようなそれ
ぞれの特徴があるが，時間価値をはじめとする（限界）
支払意思額の母集団分布を推計するような問題17におい
ては，特に (1)の問題点に配慮し，WTP Spaceでのパラ
メータ推定が行われるようになりつつある．
Local Logit Fosgerau23),62)は，Kernel推定に基づくLo-
cal Logit モデルを構築し，上述の Preference Space や
WTP Spaceにおける時間価値分布の母集団推計を詳細
に分析した先駆的研究である．これらの研究では，旅
行時間と費用の二属性のみで規定される Unlabelled代
替案の SP選択実験（早く高い交通手段 0と安く遅い交
通手段 1の間の二項選択）という状況を想定している．
それぞれの旅行時間と費用を (t0, c0)，(t1, c1)で表し，回
答者が交通手段 1を選択したとき 1（交通手段 0を選択
したとき 0）を取る二値変数を yで表す（設定条件より
∆t ≡ c1 − c0 < 0 < ∆t ≡ t1 − t0）．

Fosgerau23) では，個人の旅行時間と費用それぞれの
限界効用 αt，αc（及び対応する時間価値w ≡ αt/αc）を仮
定した上で，WTP Space上で個人のノンパラメトリッ

17 Ojeda-Cabral et al. 61) は，時間価値推計で両推定方法がもたらす
結果の相違を複数の実データを用いて実証比較分析している．
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ク時間価値 wの分布関数 Fw に対して次の二項選択型
確率モデル (Local Logit)：

P(y = 1) = P
(
w < −∆c

∆t
≡ v

)
= Fw (v) (20)

を定め，Nadaraya-Watson推定量（付録 b)参照）に基
づいて Fw を Kernel推定する方法を提案している18．

Local Logitは，時間価値の非負性（w > 0）を仮定す
ると，時間価値における個人属性変数 xが与える影響
（すなわち観測異質性）をセミパラメトリックに考慮す
ることができる19．なお，ノンパラメトリックな時間価
値分布が同定できたとしても，それだけでは実務上の操
作性は高くない．そのため，Local Logitの推定結果を
もとに，それによりフィットしたパラメトリックな統
計分布を探す作業が必要となるが，そのためのノンパ
ラメトリックな統計的検定手法65) も開発されている．

(4) 新たな分析事例
本節では，2. (3)までに概説した異質性を考慮したモ

デルを用いた分析事例について整理する．
a) 自動運転への選好
近年，自動運転技術の進展に伴い，自動運転車を活

用したオンデマンド型の交通サービスやライドシェア
等数々の新モビリティが提案されている．交通行動分
析の分野においては，現存しない新規の交通サービス
に対する需要分析の手法として，SP調査を行い，仮想
状況下における個々人の選好意思を離散選択モデルを
用いて分析・把握することが古くから行われてきた66)．
近年では，自動運転サービスに関しても，同様のアプ
ローチによりその社会的受容性や支払意思額，交通時間
節約価値の把握等に関する研究が数多く行われている．

Krueger et al.67)では，オンデマンド型の自動運転サー
ビスとライドシェア型の自動運転サービスの利用意向
について SP調査を行い，MXLモデルを活用したモデル
分析により，回答者個人間の異質性を考慮したうえで，
年齢等の個人属性による差異や回答者の現状の主な交
通手段と利用意向の関係性について明らかにしている．
また，Abe et al.68)では，SPデータに対して，個人間の異
質性を考慮した Ordered Logitモデルを適用し，無人運
行する自動運転サービス利用への受容性について明らか
にしている．自動運転サービスに対する支払意思額や
交通時間節約価値に関する研究としては，Steck et al.69)，
Kolarova et al.70)，Krueger et al.71)，Zhong et al.72)があ

18一方，Preference Spaceを仮定した Local Logitモデルは，ARUMの
ランダム項 ϵ の分布関数 Fϵ を仮定し，P(y = 1) = 1−Fϵ (−αc∆c−
αt∆t)によって与えられる．Fosgerau 62) は，Preference Spaceと
WTP Space それぞれで Local Logit を推定し，時間価値分布の
特徴を網羅的に明らかにしている．

19 Klein and Spady 63) は xの影響が局所的に定数であることを，ま
た Fan et al. 64) は局所的な関係が線形であることをそれぞれ仮定
したセミパラメトリック回帰方法を構築している．なお，yが離
散変数である場合でも回帰分析によるモデル推定が可能である．

り，従来の自動車利用時との交通時間節約価値との差異
の存在等が報告されている．また，Krueger et al.73) で
は，ランダム項に混合正規分布等のより柔軟な確率分
布を仮定して自動運転サービスへの支払意思額の推計
を行い，複数のケースで推計結果を比較するなど，推
計精度の向上の面においても研究が進められている．
b) Mobility as a Service (MaaS)への選好
自動運転技術を活用した新モビリティサービスの導
入に加えて，各交通サービスの検索や予約，決済を統合
するといった MaaS型の交通サービス導入の意向把握
においても，異質性を考慮した離散選択モデルを活用
した分析が行われている．Guidon et al.74)では，仮想的
なMaaSサービスの利用意向に関する SP調査に対して
個人間の異質性を考慮したMXLモデルを適用し，サー
ビスへの支払意思額を推計することで，Maasサービス
として統合すべき交通手段について示唆を与えている．
また，Ho et al.75) や Ho et al.76) においても，同様の手
法により，サービスを利用する際重視する項目（移動
手段や料金設定方法等）や個人属性による差異を把握
することで，MaaSサービスの利用条件や導入における
課題を明らかにしている．
c) E-Commerce配送オプションへの選好

Oyama et al.77)は，E-Commerce (EC)利用者の配送オ
プション選択行動に関する SPデータを用いてMXLモ
デルを構築し，多様なオプションメニューを構成する
各属性に対する利用者の支払い意思額の母集団分布を
推計している．SP調査では「配送費用」，「配送までの
日数」，「配送時間帯幅」等を属性とする配送オプショ
ンの選択実験を行い，類似選択肢同士の相関や，観測・
非観測異質性を同時に考慮した MXLモデルを構築し
ている．特に非観測異質性に関しては，式 (16)に基づ
くデータオリエンテッドな分布推計を行い，図–1に示
すように，EC利用者の選好に大きなバラエティがある
ことを実証的に明らかにしている．

(5) 推定方法の進展
MXL モデルの推定においては，尤度計算の際にシ

ミュレーション積分を行う必要があり，その分通常の
MNLよりも計算負荷が大きいことが知られている．ま
た，個人間・個人内の異質性を考慮することでモデルが
複雑化すると，さらに計算負荷は増大する．MXLモデ
ルのこのような推定上の課題に対して，Becker et al.78)

では，階層ベイズ推定法によるパラメータ推定手法を
提案している．同様に，Krueger et al.79) では，ベイズ
深層学習等で近年用いられる変分ベイズの考え方を援
用したより計算負荷の小さい推定方法を提案するなど，
個人間・個人内の異質性を考慮したより複雑なモデル
においても計算負荷が小さく対応可能な推定方法が開

7
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図–1 EC利用者の配達日数短縮に対する限界的支払意思額の
母集団分布推定結果（出典：Oyama et al. 77)）

発されている．さらに，Bansal et al.80) は，EMアルゴ
リズムを特殊ケースとして包含し深層学習等での適用
例が豊富なMinorization-Maximizationアルゴリズムに
よる L-MXL及びNM-MXLモデルの高速推定アルゴリ
ズムを提案している．

3. 摂動効用の概念とその展開

(1) 開発の経緯
摂動効用モデル (Perturbed Utility Model: PUM) は，

確率現象として発現する個人の離散選択行動を，多様な
観点から比較的単純な数理モデルとして記述することを
企図した意思決定モデルと捉えることができる．PUM
の基本形は以下の通りに表すことができる．

p(v) = arg max
q∈∆

{
q′v − F(q)

}
(21)

ここで，pは選択肢の数 Jの次元上で定義されたシンプレ
ックス集合∆内のベクトル (Choice Probability Vector)，
v は各選択肢の効用インデックスベクトルである．ま
た，関数 F は確率配分 qによってのみ規定される凸関
数で，摂動関数 (Perturbation Function)29) 又は，ランダ
ム化選好 (Preference for Randomization)30) と呼ばれる．
先述の通り，PUMと同等な数理構造を持つ意思決定モ
デルや交通行動モデルは古くから提示されていたが20，

20 宮城の一連の先駆的研究 31),32),81) では，数理最適化の共役性理
論から導かれた「選択の基本公式」に基づき，MNLが Shannon
Entropy Modelを定義する際の数理最適化問題と同型の問題から
導出できることを示し，標準的消費者行動理論と整合する為の理
論的基礎を与えている．なお，同様の導出が並行して Anderson
et al. 33) でも示されており，消費する財の「バラエティ」に対す
る選好を Entropy 関数によって表現した直接効用関数の最大化

PUMという統一的な枠組で様々なタイプの不確実性下
の意思決定モデルがより一般的に表現可能であること
が整理されたのは近年のことである29),30),85)．これによ
り ARUM34)を含む幅広いクラスの多様な離散選択モデ
ルを統一的な枠組で記述することが可能となっている．
例えば，宮城・小川31) や Anderson et al.33) のエントロ
ピー型効用関数と同様に，PMUは異質な集団における
代表的消費者の連続選択行動を表すと解釈できるだけ
でなく，何らかの限定合理的側面を持つ個人の確率的
選択行動を直接記述するモデルとしての解釈も可能で
ある30)．

(2) 様々な摂動効用モデル
a) 代表的消費者のMNLモデル
摂動効用をシャノン・エントロピー86) すなわち，

F(q) = ηq′ ln q (22)

によって与えると，最適化問題 (21)の解はMNL式に
よって与えられる31),33)．

p∗j(v) =
exp(v j/η)∑J

j′=1 exp(v j′/η)
, ∀ j ∈ J (23)

ここで ηはバラエティ選好の寄与度合いを表す非負の
パラメータであり，ARUM-MNLの枠組ではランダム
項のスケールパラメータの逆数に相当する．
b) 代表的消費者の 2-Level NLモデル
摂動効用を下記のように定めることで，Nested Logit
型の解を導出することができる82),83)．

F(q)=
L∑
ℓ=1

ηℓ∑
j∈Jℓ

q j ln(q j)+(1−ηℓ)
∑

j∈Jℓ

q j

 ln

∑
j∈Jℓ

q j




(24)
ここで，選択肢集合 J は互いに排反な L個の部分集合
J1, J2, . . . , JL に分割することができ，各ネスト Jℓ には
重み ηℓ > 0が与えられているものとする．
このとき，個人の意思決定における摂動に起因して
発現する選択確率は次の NL式によって与えられる．

p∗j(v)=
eu j/ηl∑

b∈Jl
eub/ηl

·

(∑
b∈Jl

eub/ηl
)ηl∑L

ℓ=1

(∑
c∈Jℓ euc/ηℓ

)ηℓ , ∀ j ∈ J (25)

c) 加法型ランダム効用モデル (ARUM)

PUM はその特殊形として交通行動分析でも膨大な
研究蓄積がある ARUM34) を包含している．詳しくは
Nielsen et al.87) に示されているが，かなり一般的な条

問題の解が，Logit型の需要関数になると共に，間接効用関数が
Logsum 関数の形式になることが示されている．また，宮城 82)

及び Verboven 83) では，NLモデルを対象とした同様の数理分析
が行われ，対応する代表的消費者の効用最大化問題が定式化さ
れている．他方，ゲーム理論の学習モデルにおいても，特に確率
的仮想プレイ (Stochastic Fictitious Play) 84) の枠組の中で ARUM
と PUM の関連性が解析されている．

8
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件21 のもとで，ARUMの定義式：

p j(v) =
∫

1
 j = argmax

j′∈J

{
v j′ + ε j′

} g(ε)dε (26)

が式 (21)と等価であることが証明されている（ここで，
g(ε)はランダム効用ベクトルの多変量確率密度関数）．
d) バンドル選択モデル

Gentzkow89)は，複数の財の間の補完性 (Complemen-
tarity: ある財の需要が増える [減る]ともう一方の財の
需要も増える [減る]特性)を考慮可能な離散選択モデル
(Bundle Choice Model: BCM) 22を構築し，新聞メディ
ア（紙媒体，インターネット）の定期購読行動のモデル
化に適用している．

BCMも PUMの特殊な 1ケースであることを Allen
and Rehbeck30) に基づき示そう．消費者が 2種類の補
完財（財 1：紙媒体の新聞，財 2：ネット新聞）の組合
せの購買を選択する状況を考える．選択肢は “両方買わ
ない/財 1のみ買う/財 2のみ買う/両方買わない”の 4つ
であり，対応するランダム効用を以下で特定化する．

v0,0 = 0,

v1,0 = u1(x1) + ε1,0,

v0,1 = u2(x2) + ε0,1,

v1,1 = v1,0 + v0,1 + ε1,1.

ランダム項 ε1,1が財の補完性（ε1,1 > 0）や代替性（ε1,1 <

0）を規定する．
このとき，選択行動を 2次元ベクトル y = (y1, y2)で
表すと，対応する摂動効用関数は次式で表される．

2∑
k=1

ykuk (xk) +
(
y1ε1,0 + y2ε0,1 + y1y2ε1,1

)
(27)

e) マッチングモデル
補完性はマッチングの状況でも現れる．Fox et al.91)

は，一対一のマッチング状況における離散選択モデル
を開発しているが，このモデルも PUMの枠組で記述す
ることが可能である92)．
このマッチングモデルにおける従属変数は，（サプラ
イチェーン等における）「川下企業 jと川上企業 kがマッ
チングするか否か」であり，ỹ j,k ∈ {0, 1}の二値変数で表
す．Fox et al.91) は，譲渡可能効用23と幾つかの仮定の
もとで，マッチング均衡時の従属変数行列 ỹが次の摂
動効用型の式を最大化することを示した．

max
ỹ∈M

∑
j,k

ỹ j,ku j,k

(
x j,k

)
+

∑
j,k

ỹ j,kε j,k (28)

21 ARUM の期待最大効用 W(v) =
∫

max j∈J
(
v j + ε j

)
g(ε)dεの対数

変換として定義される関数 F∗(v) = eW(v) に対し，二次導関数
∇2F∗(v)が存在しかつそれが正定であるとき，凸共役の理論 88)

より式 (26) が式 (21) と等価であることが証明されている．
22 観光交通行動への BCM の適用例として福田・森地 90) がある．
23 各プレイヤーの効用が貨幣などのやり取りを通じてプレイヤー
間で譲渡できるとき，それを譲渡可能な効用という．

ここでMは起こりうるマッチングパターンを表す行列
の集合である．
f) 合理的不注意 (Rational Inattention: RI)モデル
人間の限定合理性として不完全情報の状況を考える．
人の情報処理能力には限界があり，情報処理に要する
コストの存在は不確実性下での意思決定にも影響する
と考える意思決定論の代表例が，Sims93)の合理的不注
意 (RI)仮説である．これは，情報の蓄積によって生じ
るエントロピーがあるが閾値を超えたときに経済主体
が情報獲得に動くという仮説であり，主にマクロ経済
学で進展してきた．人々が合理的に不注意になる状況
を説明する理論である．

Matějka and McKay94) は，相対エントロピーが相互
情報量を表しているという見地から，RIに基づく情報
獲得の影響を考慮した不確実性下でのMNL型離散選択
モデルを構築した．さらに Fosgerau et al.95)は，任意の
ARUMと RIモデルの数理的な等価性を証明した．例
えばMNL型の RIモデルは，変分問題として次のよう
に定式化される．

p∗(v)=max
q∈∆
{E(v · A) − λ × Information Cost (IC)}

=max
q∈∆

∑
v∈V

{
q(v)[v+λ ln q0]−λq(v) ln q(v)

}
µ(v)


(29)

ここで λは情報獲得コスト (IC)の相対的重要度を表す
非負のパラメータ，Aはランダムなアクションを表す
基底ベクトル，µ(v)は vの確率測度，p0 は各選択肢の
事前確率ベクトルを表す．
この最適化問題の解は次のように与えられる．

p∗j(v) =
p0

je
v j/λ∑J

j′=1 p0
j′e

v′j/λ
=

e(v j+log p0
j )/λ∑J

j′=1 e(v′j+log p0
j′ )/λ
, ∀ j ∈ J (30)

これは，MNLの各効用ベクトル v j, j = 1, . . . , Jがそれ
ぞれ ln p j

0 だけシフトした確定効用に基づくMNLモデ
ルと解釈することができる．

Matějka and McKay94) は，有名な「赤バス–青バス」
問題96) を例に RIモデルの簡単な数値例を示し，状態
が不確実な選択肢（赤バスと青バス）に関する情報獲
得コストが選択行動に及ぼす影響を考察している．
g) 故意なランダム選択 (Deliberate Randomization)

真の選好を引き出すような適切な制度設計（メカニ
ズムデザインなど）がなされていない状況では，人々
は敢えて自分の選択をランダムに決めたりする状況が
生じる．例えばNikhil and Paulo97)は，米国の学校選択
制においてそのような戦略的状況が起こりうることを
実証的に示している．このような状況では，人々では
真の選好だけで意思決定を行わず，故意に何らかのラ
ンダムな選択を行っている（すなわち，ランダム性そ
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のものへの何らかの選好も兼ね備えている）と解釈す
ることができる．

PUMの枠組においても，そうした “故意なランダム
ネスへの選好”を凸関数 F で定式化することでモデル
化することができる30)．
h) ゼロ確率の選択肢の考慮

MNL等をはじめとする ARUM型の離散選択モデル
では，通常，選択肢集合内のいずれの選択肢についても
選択確率が必ず 0より大きくなる．これに対し，PUM
では，一部の選択肢のみが正の選択確率を持つことを
表現することが可能となっている．
そのような一つの具体例として，摂動関数が qに関

する二次形式の場合には，選択確率が 0となる選択肢
も選択肢集合に含まれるようなモデルを記述すること
が可能である30),87)．

(3) 共役性概念に基づく統一的理解
PUMは数理最適化における凸共役（付録 c)参照）の

概念を用いることで，ARUM，選択確率，期待最大効
用などとの理論的関連付けを明確にすることができる．
MNLに関しては，この考え方自体は宮城・小川31) に
よってエントロピーモデルとロジットモデルの関連性
が示されていたが，近年 Fosgerau et al.98)による一般化
逆需要ロジット (Generalized Inverse Logit: GIL)によっ
て一般的なエントロピー尺度 (Generalized Entropy) の
もとでより広いクラスの離散選択モデルの導出と，シェ
ア型の需要関数の推計方法の構築がなされている．本
節では，まずMNLについての共役性を改めて整理した
上で，GILの枠組に共役性概念を適用することでより
統一的な理解を試みる．
a) ARUM-Logitと PUM-Shannon Entropy
いわゆる加法型ランダム効用モデル (ARUM)34) は，

確率効用のベクトル場が u j = v j + ϵ j,∀ j ∈ J として定
義されるものである．このときランダム項 ϵがどんな
確率分布であるかに関わらず，選択肢 jの選択確率は
p j(v) = Pr(v j + ϵ j = maxk{vk + ϵk | k ∈ J}),∀ j ∈ J に
よって与えることができる．また，消費者のお得感を
表す余剰関数 (Surplus Function) 24 は一般に期待最大効
用で表すことができ，G(v) = E

(
max j∈J u j

)
と表される

100)–102)．さらに，離散選択型需要関数における Royの
恒等式に相当する Williams-Daly-Zachary (WDZ) 定理
103),104)より，任意のARUMにおいて余剰関数の勾配ベ
クトルが選択確率ベクトルを与えることも知られてい
る．これらは，あらゆる ARUMに共通の性質である．
ここで，ARUMの確率項としてガンベル分布を仮定す

ると，選択確率式はMNLに，余剰関数はログサム式で表
24選択確率生成関数 (Choice Probability Generating Function: CPGF)
と呼ばれることもある 99)．

され，ログサム式の確定効用による偏微分がMNLを与え
ることもよく知られている．また，余剰関数からARUM
を構成するアプローチもよく知られ，McFadden101) の
いわゆるG関数から，GEV (Generalized Extreme Value)
モデルの系譜の諸モデル (NL, Cross Nested Logit, Paired
Combinatorial Logit, Ordered GEV等)が導出される．
一方，共役性理論より，MNLモデルの期待最大効用

（余剰関数）25G(v) = E
(
max j∈J u j

)
= ln

(∑
j∈J eδ j

)
の凸

共役関数は，シャノン・エントロピー（の−1倍）G•(q) =∑
j∈J q j ln q j として与えられる32),81)．また先述31) の通
り，シャノン・エントロピー型 PUを持つ代表的消費者
の効用最大化問題の最適解として得られるシェア型需
要関数はMNLになる26．さらに，シャノン・エントロ
ピー型 PUの一階偏微分は確定効用ベクトル（をある定
数ベクトル分だけシフトさせたベクトル）になること
も示されている．
以上のように，共役性概念を通して，ARUM-Logitと

PUM-Shannon Entropyが一貫した体系として構成され
ることが分かる（図–2）．
b) GILと PUM-Generalized Entropy

Fosgerau et al.105)及び Fosgerau et al.98)（以降 “FMD”
と略記）は，ARUMと PUMの間の双対関係に着目し，
図–2の関係を特殊ケースとして包含する Generalized
Inverse Logit (GIL) と Generalized Entropy (GE) の体系
を構築した（図–3）．これにより，GEを起点としてよ
り広義のクラスの離散選択モデルを導出できる可能性
を示すと共に，応用ミクロ経済学や実証産業組織論に
おいて近年展開が進む製品差別化された財市場におけ
るマーケットシェア推定問題に，より一般的かつ効率
的なパラメータ推定方法を提示している．またその一
部は交通行動分析の問題に対しても適用が可能である．

FMD98)に準拠しモデルを示す．製品差別化された財
市場の分析を念頭に，商品を購入していないという行
動を表す外部財 (outside goods)を記号 0で明示し，選
択肢集合J には j = 0, 1, . . . , Jの J + 1個の選択肢が含
まれると考える27．財 jの市場シェアを s jとしたとき，
GILは次のように書き表すことができる．

ln G j(s) = v j − c, j ∈ J (31)

ここで，Flexible Generator105)とも呼ばれる関数Gは，
G : (0,∞)J+1 → (0,∞)J+1 である多変量関数であり，(i)
Gが一次同次性であること，(ii) ln Gのヤコビ行列が正
定かつ対称であることが仮定されている．また，確定
効用ベクトル28 vにはその市場固有定数 c ∈ Rが加えら

25 McFadden 101) では，ln G(ev) = E
(
max j∈J u j

)
と定義されている

ことに留意されたい．
26 G(v)+G•(q)=q′v が常に成り立つことも示されている 31)．
27 パラメータ推定を検討しない場合には，外部財を除外したこれ
までの分析枠組のまま議論を進めても一般性は失われない．

28 実証産業組織論ではインデックスベクトルとも呼ばれる．但し
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ARUM with Gumbel Choice probability as
multinomial logit

Surplus as logsum

Shannon entropy           

Representative consumer (Perturbed utility)

�G•(q) = �
X

j2J
qj ln qj

Entropy 
Demands

where � = {q 2 RJ+1
+ :

PJ
j=0 qj = 1}

McFadden (1974)

Williams (1977),
Daly & Zachary (1979)

Ben-Akiva (1973), McFadden (1978),
Small & Rosen (1981)

Miyagi (1983, 1986),
Anderson et al. (1988)

Miyagi (1983, 1986)

Miyagi (1986)

Convex
Conjugate

(negative)

<latexit sha1_base64="5trMwqcLmcwSaKSjB4Qv93cKits=">AAAClnichVHNSlwxGD1z1Wqnto52I3QTHBShZcgtoiJYpFKUrkbtqOCVIfc2oxlzf7g3M2AHX6AvMAtXLZQiPoOrgvoCLnwE6VLBTRd+c+eCtNL2C0lOTr7z5SRxI60Sw/llzurp7XvUP/A4/2Tw6bOhwvDIehI2Yk9WvFCH8aYrEqlVICtGGS03o1gK39Vyw91b7OxvNGWcqDD4YPYjue2LnUDVlCcMUdWC3ajW2Txr0viSOTJKlCa6/oo5tTAWWrM6c1TAHF+YXU/o1vuDaqHISzwN9hDYGSgii3JY+A4HHxHCQwM+JAIYwhoCCbUt2OCIiNtGi7iYkEr3JQ6QJ22DsiRlCGL3aNyh1VbGBrTu1ExStUenaOoxKRnG+QU/4tf8nB/zK/7rr7VaaY2Ol32a3a5WRtWhz6Nrt/9V+TQb7N6r/unZoIbZ1Ksi71HKdG7hdfXNT+3rtbnV8dYE/8p/kv8v/JL/oBsEzRvv24pcPUSePsD+87kfgvXXJXu6ZK9MFRfeZl8xgBcYwyS99wwWsIwyKnRuGyc4xZk1ar2x3llL3VQrl2me47ewyndFOZu5</latexit>

uj = vj + ✏j , 8j 2 J
<latexit sha1_base64="6lqrUrxJ8oHVw45yrV7KypUpnUM=">AAAC+3ichVHLbtQwFL0JrzI8OtANEhuro5YiqpGDEKBKSBUsQKz6YNpKTYkc19N66jxwPJFK5B/gA2DBChBCPLb9gm74ARb9BMSylbrpgptMRKEVcKPYx+eec31th6mSmaF0x3FPnDx1+szQ2ca58xcuDjcvXV7Ikr7mosMTleilkGVCyVh0jDRKLKVasChUYjHceFDmF3OhM5nET8xmKlYithbLruTMIBU0Xz4LemTCj5hZD7tFbq+T8XvE72rGCz9l2kimyMPf8/aQz4OeJb7f+OUQT4uSQ0nWj4Kid434MiaVmTNVPLaWVBLMWGsn0ZVophTpHdU1gmaLtmkV5DjwatCCOmaS5gfwYRUS4NCHCATEYBArYJDhtwweUEiRW4ECOY1IVnkBFhro7aNKoIIhu4HjGq6WazbGdVkzq9wcd1H4a3QSGKPf6Ee6S7/Sz/Q7PfhrraKqUfayiXM48Io0GH5xZX7/v64IZwPrh65/9mygC3erXiX2nlZMeQo+8OfPX+3OT82NFeP0Lf2B/b+hO3QbTxDne/z9rJh7DeUDeEev+zhYuNn2bre92Vut6fv1UwzBVRiFCbzvOzANj2AGOrjvgTPq3HAmXeu+cz+5XwZS16k9I/BHuFs/AQpywo8=</latexit>

qj(v) =
@G(v)

@vj

=
evjP

j02J evj0
, 8j 2 J

<latexit sha1_base64="b9q5+J0va1jyRSxcdlBKwhG6yVg=">AAAC7HichZHPS9xAFMdfora6/eFWL4VaGFws28syKaUtgiAVaenJX6uCsSFJZ3dnnUxCMgm1IWfBs9CD9FDBltI/o5f+Az34J4h4UujFQ1+yqdJK7Rtm5s133ufNmxknEDxSlB5oel//wLXrg0OVGzdv3R6u3hlZjvw4dFnT9YUfrjp2xASXrKm4Emw1CJntOYKtOBsz+f5KwsKI+3JJbQZs3bPbkre4ayuUrOrWi7rp2arjtNIke0imyCwxBWupOkH5rSl9wT2uIivtEpNLUsS6tkhfZRmJrS4hZsjbHZWTppDnbBR7V7PsdZpY3ew3XrGqNdqghZHLjlE6NShtzq9+BhPegA8uxOABAwkKfQE2RNjWwAAKAWrrkKIWoseLfQYZVJCNMYphhI3qBo5tXK2VqsR1njMqaBdPEdhDJAlM0B/0Cz2h3+lXekjP/pkrLXLktWzi7PRYFljD23cXf/6X8nBW0LmgrqxZQQueFbVyrD0olPwWbo9P3r0/WZxcmEgf0D16hPV/pAf0G95AJqfu/jxb2IX8A4y/n/uys/yoYTxpGPOPa9PPy68YhHswDnV876cwDS9hDpp47rE2qo1p93Wp7+i7+odeqK6VzCj8YfqnX4Mxu4c=</latexit>

G(v) = E (maxj2J uj) = ln
⇣X

j2J
evj

⌘

: ARUM-Logit

: PUM-SE

: Duality

Legend: 

<latexit sha1_base64="CXsTOyyNgjsZ8EhM94iVIZbHkro=">AAACzXichVHLThRBFD00PmB8MOKGhE3FCWZYOKk2RgkJCdEF7OThAAkNk+6mZqZC9YPu6onYNlsSf8CFK02MMX6GG1fsWPAJxiUkbtR4u6fNRIl6O1117ql7bp2qckIlY835yZAxfOHipcsjo5UrV69dH6veGF+LgyRyRdMNVBBtOHYslPRFU0utxEYYCdtzlFh3dh/l6+s9EcUy8J/o/VBseXbHl23p2pqoVrW7sG05iVJC1y3P1l2nne5l02yOUfa0lf7ielnGLCXa2krZoG7bCiPpCTaoYnfYQn2QTjMrkp2utrJKq1rjDV4EOw/MEtRQxlJQfQcLOwjgIoEHAR+asIKNmL5NmOAIidtCSlxESBbrAhkqpE2oSlCFTewujR3KNkvWpzzvGRdql3ZR9EekZJjix/w9P+Wf+Af+mX/7a6+06JF72afZ6WtF2Bp7MbH69b8qj2aN7kD1T88abcwUXiV5DwsmP4Xb1/eevTxdnV2ZSm/zN/wL+X/NT/hHOoHfO3PfLouVV8gfwPzzus+DtbsN837DXL5Xm39YPsUIJnELdbrvB5jHIpbQpH2PcIbv+GE8NhLjuXHQLzWGSs1N/BbG4U+sGbPH</latexit>

G•(q) = max
v

{q0v �G(v)}
<latexit sha1_base64="UAoFefkeF+nKlDUlfVXBpmBdhxA=">AAACzHichVFNTxNBGH5YEbEKVL2YeJnQYMrBZpYYJSQkRA94MnwVSFhodpdpO2H2w91pA2726sE/wIGTJoYQfgYXLhw98BMMx5p4wcS32yUNEPXd7MzzPvM+7zwz44RKxprz8wHjzuDdoXvD9wsPHo6MjhUfPV6Ng1bkiqobqCBad+xYKOmLqpZaifUwErbnKLHm7Lztrq+1RRTLwF/Re6HY9OyGL+vStTVRtWJjvmx5tm469aSdTrJZRtluLbniPqQps5Soayth/botK4ykJ1i/ir1g81uW01JK6HKfnmRWJBtNbaW1YolXeBbsNjBzUEIeC0HxEBa2EcBFCx4EfGjCCjZi+jZggiMkbhMJcREhma0LpCiQtkVVgipsYndobFC2kbM+5d2ecaZ2aRdFf0RKhgn+nR/xDj/lx/wHv/xrryTr0fWyR7PT04qwNvb56fKv/6o8mjWafdU/PWvUMZ15leQ9zJjuKdyevv1xv7M8szSRPOdf+QX5/8LP+QmdwG//dL8tiqUDFOgBzJvXfRusTlXMVxVz8WVp7k3+FMN4hnGU6b5fYw7vsIAq7XuGDi7x23hvaCMx0l6pMZBrnuBaGJ/+AC80s64=</latexit>

G(v) = max
q

{v0q�G•(q)}

<latexit sha1_base64="TKJiEulO0GtHpSC2sNG0i7kO5UI=">AAAC2XichVHPTxQxFH4zosKissjFxEvDBoMh2XSMEcKJqAnGE78WSLY46cx2dwudH8x0Ni7NHrwRrh48eNKEGMOf4cV/gAP8B4QjJl48+HZ2EqJEeU37vn7vfa+vrRcrmWpKTyz7xtDNW7eHR0qjd+7eGyuP319PoyzxRc2PVJRsejwVSoaipqVWYjNOBA88JTa8nRf9+EZHJKmMwjXdjcVWwFuhbEqfa6TcsmYBf+saXHXba5rdHmEyJMyLVCPtBugMeymU5j0MKNHUzBCWZoFrtvNEkgt9rsxrzOi422QX5wxZfMO8TCmhpy8rPyYska22Zj23XKFVmhu5CpwCVKCwpaj8BRg0IAIfMghAQAgasQIOKY46OEAhRm4LDHIJIpnHBfSghNoMswRmcGR3cG3hrl6wIe77NdNc7eMpCmeCSgJT9Jh+pRf0Oz2iZ/TXP2uZvEa/ly56b6AVsTt28GD157WqAL2G9qXqvz1raMJc3qvE3uOc6d/CH+g7ex8uVudXpswj+pmeY/+f6An9hjcIOz/8w2Wx8hFK+AHO3899Faw/qTrPqs7y08rC8+IrhuEhTMI0vvcsLMArWIIanntqgTViley6/c7etw8GqbZVaCbgD7Pf/wZgvLXw</latexit>

max
q2�

8
<

:
X

j2J
vjqj +G•(q)

9
=

;

図–2 ARUM-Logitと PUM-Shannon Entropyの構成

れていることにも留意されたい．例えばG j(s) = s j，す
なわち ln s j = v j − c, j ∈ J である場合には，需要関数
はMNLに等価になることが容易に確認できる．
標準的なARUMでは余剰関数に基づいて様々な確率

的選択モデル（需要モデル）が導出されてきたのに対
し，GILの枠組では余剰関数と凸共役関係にある関数
G に基づいて様々な離散選択型の需要モデルを構築す
ることが可能となる．また，G の引数が市場シェアで
あることから，ln Gは逆需要関数と見立てられる29．
関数 Gの重要な特性の一つはその可逆性である．こ

れまで製品差別化された市場財シェアの代表的な推計
モデル106) において，MNLと NLの場合に限り閉じた
逆需要関数が存在することが示されていたが，式 (31)
の Gは緩い条件下で Closed-Formの逆関数を持つこと
が示されている（Proposition 1 in FMD98)）．その逆関
数を H = G−1 で表そう．このとき一般化されたシェア
型需要関数 σ j(v)及び余剰関数CS がそれぞれ次式で与
えられる（Proposition 2 in FMD98)）．

s j = σ j(v) =
H j (ev)∑

k∈J Hk (ev)
, j ∈ J (32)

CS (v) = ln

∑
k∈J

Hk
(
ev) (33)

式 (32)はMNLを一般化したもの，式 (33)はログサム
変数を一般化したものであることが容易に確認できる．
また，シェアの総和が 1に等しいという性質から，式
(31)における定数 cは余剰関数に等しい（c = CS (v)）
ことも証明される．

GIL では，インデックスベクトルにおけるランダム係数（すな
わち非観測異質性）は仮定しない (no mixing assumption)．

29 これが Generalized “Inverse” Logit の由来となっている．

c) PUMによる代表的消費者モデルとしての定式化
GILモデルは，PUMの枠組の中で代表的消費者の効
用最大化問題としても定式化することができる．その
ために，財 jの価格を p j，合成財の消費量を z，所得 y

の限界効用を αで表そう．所得が財価格に比べて十分
に大きいとき，代表的消費者の直接効用関数を次式で
定式化する．

max
s,z

αz +
∑
j∈J

v js j −
∑
j∈J

s j ln G j(s)

 (34)

s.t.
∑
j∈J

p js j + z ≤ y and
∑
j∈J

s j = 1 (35)

これは，摂動効用関数 F を次式で定義される一般化エ
ントロピー関数：

F(s) = Ω(s) = s′ ln G(s) (36)

で与えた摂動効用関数の最大化問題と解釈することが
可能である．
また，式 (33)の一般化余剰関数と式 (34)の一般化エ

ントロピー関数が，MNLにおけログサム変数とシャノ
ン・エントロピー関数の関係のように，凸共役の関係
にあることも示されている（図–3）．
d) ARUMとの一致性
任意のARUMにおいて余剰関数が期待最大効用で表

されること，さらにその期待最大効用のインデックスベ
クトルによる偏微分が選択確率を与えること（WDZ定
理）をそのまま援用することにより，ARUMは GILで
あることが証明されている（Proposition 5 in FMD98)）．
一方，全てのGILがARUMとならない点にも留意され
たい．これは，ARUMが一般に代替財しか取り扱えな
いのに対し，一部の GILは補完財も取り扱うことがで
きるためである（Proposition 3 in FMD98)）．
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ARUM Generalized 
inverse logit

Generalized Surplus

Generalized entropy           

Representative consumer (Perturbed utility)

Convex
Conjugate

(negative)
<latexit sha1_base64="5trMwqcLmcwSaKSjB4Qv93cKits=">AAAClnichVHNSlwxGD1z1Wqnto52I3QTHBShZcgtoiJYpFKUrkbtqOCVIfc2oxlzf7g3M2AHX6AvMAtXLZQiPoOrgvoCLnwE6VLBTRd+c+eCtNL2C0lOTr7z5SRxI60Sw/llzurp7XvUP/A4/2Tw6bOhwvDIehI2Yk9WvFCH8aYrEqlVICtGGS03o1gK39Vyw91b7OxvNGWcqDD4YPYjue2LnUDVlCcMUdWC3ajW2Txr0viSOTJKlCa6/oo5tTAWWrM6c1TAHF+YXU/o1vuDaqHISzwN9hDYGSgii3JY+A4HHxHCQwM+JAIYwhoCCbUt2OCIiNtGi7iYkEr3JQ6QJ22DsiRlCGL3aNyh1VbGBrTu1ExStUenaOoxKRnG+QU/4tf8nB/zK/7rr7VaaY2Ol32a3a5WRtWhz6Nrt/9V+TQb7N6r/unZoIbZ1Ksi71HKdG7hdfXNT+3rtbnV8dYE/8p/kv8v/JL/oBsEzRvv24pcPUSePsD+87kfgvXXJXu6ZK9MFRfeZl8xgBcYwyS99wwWsIwyKnRuGyc4xZk1ar2x3llL3VQrl2me47ewyndFOZu5</latexit>

uj = vj + ✏j , 8j 2 J

: ARUM

: GIL

: Duality

Legend: 

<latexit sha1_base64="Veoy7DYbTu/xi2I8bfo+ClQWqQk=">AAACw3ichVHLahRBFD1pX3F8ZGI2gpvCIRLBDNUSEgkEgiIJrvJwkkA6GaorNUllqh921wzEpn/AH3DhSkFE/Axd+AMu8gnqcgJuXHi7p1E0qLeoqnPPvefWrSo/Njq1nB+POGfOnjt/YfRi7dLlK1fH6uPXNtKol0jVkpGJki1fpMroULWstkZtxYkSgW/Upt99UMQ3+ypJdRQ+tkex2gnEfqg7WgpLVLu+65mQLbWzw3zKC4Q98DtZmt9e6BfMtLzDvCc9sccOmadDViZIYbJHOWNVpACVbjlnCz+dpXw3m3bzdr3Bm7w0dhq4FWigspWo/gYe9hBBoocACiEsYQOBlMY2XHDExO0gIy4hpMu4Qo4aaXuUpShDENuldZ+87YoNyS9qpqVa0imGZkJKhkn+ib/lA/6Rv+Of+fe/1srKGkUvR7T7Q62K22PPrq9/+68qoN3i4Jfqnz1bdHCv7FVT73HJFLeQQ33/6fPB+vzaZHaLv+Jfqf+X/Ji/pxuE/RP5elWtvUCNPsD987lPg427TXe26a7ONBbvV18xihu4iSl67zksYhkraNG5H/AFA5w4D52ukzh2mOqMVJoJ/GZO/gMFyK1B</latexit>

lnGj(s) = vj � c, j 2 J H = G
�1

<latexit sha1_base64="vS64fD9Lx6xNLwdKloXfYwh29yc=">AAAC+XichVHLahRBFL3dvuL4yKibgJvGITIjMlSLqAiBEDfBVR5OEkjHprpSPVOZ6gddNQOx6B/IOuDCVYQQH0s/wY0/kEU+IWSZgCAuvN3TEEww3qarTp17z61TVUEqhdKEHFj2pctXrl4bu167cfPW7fH6nbtLKhlkjHdYIpNsJaCKSxHzjhZa8pU04zQKJF8O+q+K/PKQZ0ok8Ru9mfK1iHZjEQpGNVJ+fVv5ZiN3pjwluhEtcNOLqO4FoRnmrSkvzCgzswXvSR7qJn9rTvO5l4luT7dy46lB5Ju+44nYKfOMSvM6zx2U9i+UPnY2zqpqfr1B2qQM5zxwK9CAKuaS+h54sA4JMBhABBxi0IglUFD4rYILBFLk1sAglyESZZ5DDjXUDrCKYwVFto9jF1erFRvjuuipSjXDXST+GSodmCT75DM5Jj/IV3JIfv+zlyl7FF42cQ5GWp7641sTiz//q4pw1tA7VV3oWUMIL0qvAr2nJVOcgo30w3fvjxdfLkyah+QjOUL/O+SAfMcTxMMTtjvPFz5A8QDu2es+D5aetN1nbXf+aWN6pnqKMbgPD6CJ9/0cpmEW5qCD+/6yHKtlPbKNvWN/sr+MSm2r0tyDv8L+9gfxH8S4</latexit>

sj = �j(v) =
Hj (ev)P

k2J Hk (ev)
, j 2 J

<latexit sha1_base64="BaC+hVw3b8810cRndmhOkcjEbKU=">AAACvnichVHLShxBFD12TDSTh5NkE8imyaCMm6FaREMgMMSNZKWO4wNbh+5O9Uwx1Q+6a4aYpn/AH3CRVQIiwY9w4cYfcOEHuAiBZGEgGxfe7mkQFZPbdN1bp865darKDqWIFWOnQ9q94fsPRkYflh49fvJ0rPzs+Uoc9CKHN51ABtGabcVcCp83lVCSr4URtzxb8lW7O5etr/Z5FIvAX1bbId/0rLYvXOFYiqBWeX2uUTU9S3VsN+mnk+9M6eum5K6qmnHPayVd3RSEZAzHksmHNNXnCU0HHL6VXIlTMxLtjposUqtcYTWWh367MIqigiIWgvI+THxEAAc9eODwoaiWsBDTtwEDDCFhm0gIi6gS+TpHihJpe8TixLAI7dLYptlGgfo0z3rGudqhXST9ESl1jLMT9p2ds2N2wH6wizt7JXmPzMs2ZXug5WFrbOdl4+9/VR5lhc6V6p+eFVy8yb0K8h7mSHYKZ6Dvf949b7xdGk8m2Df2k/x/ZafsiE7g9/84e4t86QtK9ADGzeu+XaxM1YyZmrE4Xam/L55iFK/wGlW671nUMY8FNGnfQ5zhF35rdc3VPC0YULWhQvMC10L7dAnQd64B</latexit>

CS(v) = ln

 
X

k2J
Hk (e

v)

!
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図–3 ARUMと PUM-Generalized Entropyの構成

(4) 需要関数のパラメータ推定
GILによる需要関数のモデル化は，実証的産業組織

論における製品差別化された財のシェア推定の代表的
手法であるBLP (Berry-Levinsohn-Pakes)アプローチ106)

30 に代わり，より効率的にパラメータを推定できるよ
うな計量経済モデルを提供しうる．
今，添字 t により製品市場を表すものとする（t =

1, . . . , T）．また各製品 j は D 種類の製品特性（d =

1, . . . ,D）によってセグメント分けすることができるも
のと考える．これはNLを特殊ケースとして包含するよ
うな選択肢の代替/補完パターンを考慮可能なグルーピ
ング構造である．このとき，式 (31)のGILの特殊ケース
として，Fosgerau et al.98)は，次の IPDL (Inverse Product
Differentiation Logit)モデルを提案している．

ln G j (st;θ) =

1− D∑
d=1

µd

 ln(s jt)+
D∑

d=1

µd ln

 ∑
k∈Gd( j)

skt

 (37)

ここで，θ ≡ (µ1, . . . , µD)は，∑D
d=1 µd < 1かつ µd ≥ 0, d =

1, . . . ,Dであるようなネストパラメータ，Gd( j)は財特
性 dに基づく製品 jの帰属するグループを表している．
但し，外部財に関しては，それ一つで一つのグループ
を構成するものと仮定する．すなわち，

ln G0 (st;θ) = ln (s0t) . (38)

IPDLはNested Logit型のBLPモデルをその特殊ケー
スとして包含する（製品のグルーピングGd( j)が階層構
造によってのみなされる場合に相当）需要モデルであ
る．しかしながら IPDLは，製品どうしの補完性や代替
性を柔軟に表すことが可能なモデル構造となっており，
その意味でNLよりも広義のモデルと言える．Fosgerau
et al.98)では，需要シエア stとネストパラメータ θの間

30 BLPアプローチの実務者向け解説として Nevo 107) がある．また，
和文の解説書として楠田 108) がある．

の大小関係により，IPGLにより財の間の代替・補完の
多様なパターンが表現可能であることを確認している．
実際のパラメータ推定は，BLPと同様に価格変数 p jt

及び相対マーケットシェア ln
(

s jt∑
k∈Gd ( j) skt

)
と観察不可能な

属性 ξ jt との間の内生性を考慮し，操作変数法が適用さ
れる．推定のための回帰式は以下のとおりである．

ln
(

s jt

s0t

)
= x jtβ − αp jt +

D∑
d=1

µd ln
(

s jt∑
k∈Gd( j) skt

)
+ ξ jt (39)

これが外部財以外の全ての製品 j = 1, . . . , J及び分析対
象となるマーケット t = 1, . . . , T に対して成り立つ．式
(39)からも明らかなように，これは，全ての未知パラ
メータに関して線形の回帰式となっている．すなわち
MXLを対象とした BLP106)とは異なり，パラメータ推
定では複雑な構造推定の計算を必要としていない．
さらに Nielsen et al.87) では，上述の例のように逆需
要関数が陽に求まるような構造の PUMを対象に，BLP
のような複雑な構造推定の数値計算を必要としない，繰
り返し重み再調整最小二乗法による計算効率性の高い
パラメータ推定手法を開発している．

(5) 交通行動分析への適用
以上概説したように，摂動効用に基づく離散選択モ
デルは，ランダム効用モデルを包含するより広いクラ
スのモデルであり，財の間の代替性や補完性の構造を
柔軟に考慮すると共に，バラエティ選好や意思決定の
様々な限定合理性の側面を統一的な枠組で記述可能な
理論体系である．まだ数は少ないが交通行動分析への
適用事例も見られており，それらを紹介する．
a) 経路選択モデルのパラメータ推定

Fosgerau et al.109)では，ネットワーク上の旅行者の移
動効用を式 (21)の摂動効用の形でモデル化した経路選
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択モデルを構築している．PUMの第一項は移動そのも
のに起因する不効用に基づいて特定化しており，走行
距離に比例して不効用が増大していく状況を線形関数
で表している．他方，第二項の摂動関数は次のような
凸関数により特定化している．

F(x) = L′ {(1 + x) ◦ ln (1 + x) − x} (40)

ここで xはリンクフローベクトル，Lは各リンク長の
ベクトル，1は全要素が 1のベクトル，演算 a ◦ bはベ
クトル aと bの要素毎の積から成るベクトルを表す．
このモデルは，(1)プローブ等の経路選択観測データ

を用いて最小二乗法による効率的な推定が可能，(2)確
率的な経路交通量配分が可能であるにも関わらず，一
部の経路におけるゼロ・フローも考慮可能，(3)リンク
フロー表現とパスフロー表現の等価性，(4)選択肢列挙
が不要といった好ましい性質を兼ね備えている．
b) First-Best混雑課金

Kaneko et al.110)では，リンクベースの経路選択交通行
動モデルとして適用事例が増えつつあるRecursive Logit
(RL)モデル111) を経路長の相違に伴うランダム項の異
分散性を考慮可能な形に拡張した上で，混雑した交通
ネットワーク上におけるマルコフ交通均衡 (Markovian
Traffic Equilibrium)112) の状況における最適混雑課金を
導出している．ネットワーク全体における旅行者全体
の総効用をリンクベースの PUMタイプの関数で示し，
その最大化問題の解が，リンクベースの経路選択モデ
ルにおける旅行時間の項に各リンク交通量の社会的限
界費用を加算して新たに構成したコスト関数のもとで
のマルコフ交通均衡状態に等価であることを示すとと
もに，動的計画法の価値観数をベースとした効率的な
均衡計算方法を提示している．
c) 旅行時間信頼性評価

Fosgerau and Jiang113) は，先述の合理的不注意 (RI)
モデルに基づき，旅行時間が確率的に変動する状況下
における旅行者の情報獲得戦略を明示的に考慮した出
発時刻選択モデルを構築し，従来型の期待効用最大化
タイプの行動モデル57),114),115)と比べて時間信頼性価値
がどのように変化しうるのかの理論分析を行っている．
(2) f)で示したMNL型の RIモデル94) に基づいた解析
より，旅行時間変動の限界費用は常に正となることや，
情報獲得の単位費用が増加するに伴って旅行者の利得
が低下することなどを明らかにしている．
また Jiang et al.116)では，道路容量が確率的に変動す

る状況下において旅行者の経路選択行動が RIモデルに
従うことを仮定した確率的利用者均衡配分モデルを構
築している．その結果，幾つかの特定の状況下におい
ては，より多くの情報を獲得することで社会的厚生が
低下する場合もあることを示唆している．

4. おわりに

以上概説してきたように，本論文では，特に異質性
と摂動性の観点から，近年の離散選択モデルの開発動
向を体系的に整理し，現在の State-of-Artを明らかにす
ることを試みた．無論，離散選択モデルひいてはそれ
を援用した交通行動分析，交通ネットワーク分析，空
間選択分析等の応用分野においては，異質性や摂動性
以外のさまざまな研究課題が残されている．本節では，
レビューの総括を行うとともに，筆者らが重要と考え
る今後の関連研究の展望について論じる．

(1) レビューの総括
a) 異質性に関して
個人間・個人内の異質性に関しては，MXLを基軸と
する様々なMixture型モデル，あるいは，よりデータオ
リエンテッドなセミ・ノンパラメトリック計量経済モデ
ルの活用により，交通時間節約価値をはじめとする交通
や環境に対する限界価値の母集団分布を非常にきめ細
かく推計することができることが確認された．特に，SP
調査を適切に設計することにより，標準的な Preference
Spaceでの推計ではなく，より直接的なWTP Spaceで
の価値推計が可能となっており，交通プロジェクト評
価の費用便益分析の実務でも，北欧諸国を中心にそう
した最新の推計手法に基づいて得られた原単位が利用
されている24),62)．
城間ら38)でも指摘したように，筆者らは，そうした

個人単位での緻密な分析がなされることの主な意義は
二つあると考えている．第一は，プロジェクト評価の
上で最終的に便益という形で一元化がなされるとして
も，“個人間の同質性を予め仮定して推計した単一の時
間価値”と “個人間の異質性を前提として推計した時間
価値分布から得られた（平均値等の）代表値”との間に
は，無視できない有意な乖離が存在し得るという，推
計精度上の理由である．第二は，貨幣価値原単位等の
個人間異質性を明示的に考慮することで，より差別化
された交通政策（混雑課金等）における主体間の公平
性や所得逆進性の検討，時間価値の差異を考慮したよ
り効率性の高い個別マーケティング的な交通政策の検
討など，より発展的な交通需要マネジメント政策の評
価へと展開することが期待されるからである．
その一方で，個人内異質性に関して見ると，その適

用事例自体が少なく，予測性能においても（計算コス
トの割に）その影響度が小さいという指摘も一部には
見られる．例えば，Krueger et al.117)では，個人内異質
性を考慮する場合としない場合で予測性能はさほど変
わらず，計算負荷が大幅に増加するコストの方が大き
いことを示唆している．また，Hess and Train118)では，
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個人間・個人内の異質性を考慮したモデルでは，信頼
性の高い推定値を得るためにはかなりのサンプル数が
必要であることが示唆されている．しかしながら，い
ずれの示唆も仮想データに基づく指摘である．一人十
色とも言うべき嗜好の多様性が広がる今日，同一個人
から長期で観測される実行動データの活用を念頭に置
いたオンライン型のレコメンダーシステム119),120) 等に
おける行動モデルの適用可能性は高いと期待され，実
証分析を積み重ねることが望まれる．
b) 摂動性に関して
レビューでも詳述したとおり，摂動効用モデル（PUM）

はその特殊ケースとして加法型ランダム効用モデル
（ARUM）を包含している．PUMの応用場面としては，
(1) 応用都市経済 (CUE) モデル等における代表的消費
者の選択特性のより柔軟な記述，(2)不確実性下での人
間の意思決定行動の直接的記述，(3)大規模な交通行動
モデリングにおけるパラメータ推定や均衡計算の効率
化などが考えられる．
まず (1)に関して，標準的なCUEモデル（例えばUeda

et al.121)）では，立地空間を離散選択肢とみなし，シャ
ノン・エントロピー型の PUMによって代表的世帯の立
地選択効用を特定化し MNL型の立地選択確率を導出
するという手順が採られている．但し MNLであるこ
とから，立地空間どうしの空間相関等は考慮されない．
先述の通り，GILの枠組はMNLやNLを包含したより
広義の離散選択モデルを導出できることから，空間選
択肢間の相互依存性を柔軟に考慮可能なモデルへの展
開などが期待される．
次に (2)に関して，PUMは RIをはじめとする人間行

動のさまざまな限定合理的な側面を直接的に記述する
ことができる．確かに ARUMも「確率的」な選択モデ
ルであるが，その背後にある大前提は（新古典派経済学
の意味での）意思決定主体の合理性である31．これに対
し，RIなどの限定合理的な行動モデルは，「消費者が全
ての情報を把握できるわけではないこと」や「意思決
定者 “自身”が確率的な選択行動を “取っている”こと」
を前提としたモデルである．特に摂動関数としてよく
用いられる（相対）エントロピー型の関数を用いると，
相互情報量という観点から，情報獲得の影響を考慮し
た不確実性下での離散選択モデルの理論的基礎を与え

31 ARUM型の離散選択モデルの代表的な和書教科書である交通工学
研究会 2) や土木学会 3) では，ARUMにおける誤差項の意味解釈
についての詳しい説明は見られない．一方，離散選択モデルによ
る交通需要分析の世界的教科書である Ben-Akiva and Lerman 1)

では，ARUM における誤差項がもたらすランダムネスの源泉
を，(1) Unobserved attributes, (2) Unobserved taste variations, (3)
Measurement errors and imperfect information, (4) Instrumental (or
proxy) variablesの四つであるとしている．そして，（意思決定者
当人にとってではなく）分析者にとってこれらの要因が未知で
あることから，意思決定者の行動が “分析者”側からは確率的な
選択行動に “見える”という解釈を行っている．

ることができると考えられる．これは，旅行時間信頼
性や交通情報提供など，不確実性を伴う交通行動分析
への適用が期待される．
最後に (3)に関して，IPDLモデルのように逆需要関
数が陽に求められ，推定を簡単な線形回帰に帰着させる
ことができるという特徴は，一部の摂動効用モデルが持
つ優れた性質であると考えられる．その場合，個人の
非集計的な選択行動ではなくマーケット全体のシェア
を直接推計することになるが，今日では様々な交通ビッ
グデータが何らかの集計された形で提供されることが
多く，そうした大量集計データに基づく交通需要関数の
推定において摂動効用モデル型のアプローチが有効活
用できる可能性が考えられる．また，Fosgerau et al.109)

の例で紹介したように，選択肢列挙を必要とせず，か
つ，RLモデル111) のような複雑な構造推定計算を必要
としない動的離散選択モデルのパラメータ推定手法の
進展は，実務における活用可能性も高いと考えられる．

(2) 今後の展望
最後に，異質性や摂動性の観点に限定せず，これか
らの行動モデルの展望や活用可能性についての筆者ら
の見解を俯瞰的に示して，本論文を結びたい．
a) 因果推論への活用
交通インフラ整備の事後評価における統計的因果推
論122) の適用事例が徐々に増えつつある．しかしなが
ら，その多くは，連続量のアウトカム変数を対象とし
た線形回帰ベースの因果推論が中心のように思われる．
これに対し，分布交通量や経路交通量のパターンの変
化のような “シェア”変数に着目した事後評価の事例は
少ない．MXLモデルはパネルデータに対しても個体固
有の効果をランダム効果として考慮できるため，より
エビデンスレベルの高い因果推論を行うことが可能で
ある（例えば城間・福田123)）．そのような研究事例の
さらなる蓄積が望まれる．
b) 機械学習分野との連携・融合
これまでの個人間・個人間異質性を考慮した離散選
択モデルは，主に選好指標の母集団分布を推計するた
めに用いられてきた．そうした個人レベルの離散選択
モデルがレコメンダーシステムに適している可能性に
ついては既に言及したが，交通需要マネジメントを対
象として同一個人の選好が動的に変わりうる状況を考
慮した協調フィルタリングタイプの行動モデル124)も開
発されつつある．機械学習分野で進む個人単位での交
通行動予測や個人とその個人が置かれた状況に依存し
た行動推奨システムとの連携・融合の機会が高まるこ
とが期待される．
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c) 個人単位での詳細な政策評価
行動モデルのパラメータ推定結果から直接的に分か

ることは異質性の母集団分布（時間価値分布など）で
あり，さらにそこから個人単位での政策介入の経済便
益等を同定するためには，どのようなデータセットや
推定の条件が必要であるかのを理論的に明らかにする
必要がある．近年，個人単位での便益推計と便益の母
集団分布の識別可能条件に関する研究125),126) 等も行わ
れつつあり，さらなる展開が期待される．
d) 動的な行動モデルへの展開

Recursive Logitを特殊ケースとして包含する動的離
散選択モデル127)は，近年我が国でも交通行動分析の適
用事例128)–130)が増えているが，先述のとおり構造推定
の過程で複雑な価値関数の数値計算を含む場合が多い．
この課題を回避するために，条件付き選択確率から価
値関数を求めるための逆像を近似するアプローチ131)が
1990年代から提唱されているが，摂動効用モデルの分
析で用いた凸共役性の概念を援用することでこの計算
を効率化する方法132)も開発されており，応用分析の蓄
積が待たれる．
e) 不確実性下での選択行動の実証分析

PUMは意思決定者の選択が本源的に限定合理的・確
率的であることを記述できるモデルであるが，実証研
究はまだ少ない．出発時刻選択や経路選択における旅
行時間信頼性分析133)や情報提供の影響分析134)等を中
心に，不確実性下での選択行動に関する実証的知見が
さらに蓄積されることを期待したい．
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です．掲載をご快諾頂いたことに感謝の意を表します．
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付録

a) 確率密度関数推定のための Legendre多項式の拡張
Fosgerau and Bierlaire53) に基づき，Legendre多項式
の概要と確率密度関数（または分位点関数）の近似の
ための拡張手順を紹介する．

k次の Legendre多項式は次のように定義される．
L̂0(x) = 1, L̂1(x) = x,

(if k ≥ 2)

L̂k(x) =
{
(2k−1)xL̂k−1(x)−(k−1)L̂k−2(x)

}
k−1.

この Legendre多項式は，次のような直交性を有する．∫ 1

−1
L̂m(x)L̂k(x)dx =

0 if m , k

1 if m = k

直交性は，多項式近似において起こりうる多重共線性
の問題を大きく緩和させるというメリットを持つ．
分位点関数の近似を行うためには区間 [0, 1]で直交す

る必要があるため，多項式を以下のように変換する135)．
Lk(x) =

√
2k + 1 L̂k(2x − 1)

変換後の修正 Legendre多項式は次のように表される．
L0(x) = 1, L1(x) =

√
3(2x − 1),

(if k ≥ 2)

Lk(x) =

√
4k2−1

k
(2x − 1)Lk−1(x)− (k − 1)

√
2k + 1

k
√

2k − 3
Lk−2(x).

このとき，以下のように直交性がやはり成り立つ．∫ 1

0
Lm(x)Lk(x)dx =

0 if m , k

1 if m = k

b) Nadaraya-Watson推定量による Kernel回帰
y = P(x)+ ηの関数 P(·)をノンパラメトリックに推定

する方法を概説する（ηは残差）．ある特定のデータポ
イント x0及びその周辺で yの観測値が多数存在すると
したとき，観測データセット (xn, yn) n = 1, . . . ,N と予
め定めたKernel関数 K(·)及びバンド幅 hに対し，x0に
対応する yを次式で推計するのが Nadaraya-Watson推
定量（局所定数回帰）である56)．

P̂ (x0) =
∑N

n=1 ynKh (xn − x0)∑N
n=1 Kh (xn − x0)

c) 凸共役関数の概要
拡大実数空間で値をとる関数 f : Rn → R∪{±∞}に対
する凸共役 (Convex Conjugate)関数 f • : Rn → R∪{±∞}
は，次のように定義される．

f •(p) = sup{p′x − f (x))}
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一次元の問題の場合，これは，傾き pの直線で f (x)と
交わるものの中で一番下側にあるもの（すなわち接線）
の切片（を −1倍したもの）と解釈することができる．
こうした変換は Fenchel変換（または Legendre変換）

と呼ばれる．なお，そうしたグラフの接線（ f •）を全
て集めることがれば元のグラフ（ f）を復元することが
できることから，凸共役関数の凸共役関数は元の関数
f になる（すなわち f •• = f）ことも分かる．

参考文献
1) Ben-Akiva, M. and Lerman, S. R.: Discrete Choice Analy-

sis: Theory and Application to Travel Demand, MIT Press,
Massachusetts, 1985.

2) 交通工学研究会（編）：やさしい非集計分析，丸善出版，
1993．

3) 土木学会（編）：非集計行動モデルの理論と実際，土木
学会，1995．

4) 屋井鉄雄：非集計行動モデルとその実用性，土木計画学
研究・論文集，Vol. 3，pp. 23–39，1986．

5) 原田昇：Nested Logitモデルの理論と適用に関する研究
のレビュー，土木学会論文集，Vol. 1985，No. 353，pp.
33–42，1985．

6) 原田昇：非集計行動モデルによる多次元選択行動の分
析，土木計画学研究・論文集，Vol. 4，pp. 15–27，1986．

7) 原田昇，森川高行，屋井鉄雄：交通行動分析の展開と課
題，土木学会論文集，Vol. 1993，No. 470，pp. 97–104，
1993．

8) 森川高行：個人選択モデルの新展開と再構築，土木計画
学研究・論文集，Vol. 12，pp. 15–27，1995．

9) 北村隆一：交通需要予測の課題：次世代手法の構築に向
けて，土木学会論文集，Vol. 1996，No. 530，pp. 17–30，
1996．

10) 羽藤英二：ネットワーク上の交通行動，土木計画学研
究・論文集，Vol. 19，pp. 13–27，2002．

11) 兵藤哲朗，室町康徳：個人選択行動モデルの最近の開発
動向に関するレビュー，土木計画学研究・論文集，Vol.
18，pp. 517–522，2001．

12) 福田大輔：交通行動分析の展開，土木学会日本土木史編
集特別委員会（編）日本土木史 (平成 3年～平成 22年)，
土木学会，pp. 1476–1477，2017．

13) 福田大輔，力石真：離散-連続モデルの研究動向に関す
るレビュー，土木学会論文集 D3（土木計画学），Vol. 69，
No. 5，pp. I 497–I 510，2013．

14) 力石真，瀬谷創，福田大輔：社会的相互作用に着目した
エビデンスベース研究の展開と土木計画への応用可能
性，土木学会論文集 D3（土木計画学），Vol. 74，No. 5，
pp. I 715–I 734，2018．

15) 福山祥代，羽藤英二：ネットワーク上の空間計画に向け
た観測と行動モデルの展開，土木学会論文集 D3（土木
計画学），Vol. 71，No. 5，pp. I 1–I 19，2015．

16) 張峻屹，杉恵頼寧，藤原章正：横断的及び縦断的異質性
を考慮した交通選択行動ダイナミックスの表現，土木学
会論文集，No. 765，pp. 3–15，2004．

17) McFadden, D.: Disaggregate behavioral travel demands
RUM side: A 30-year retrospective, D. A., Hensher ed.
Travel Behaviour Research: The Leading Edge, Pergamon,
pp. 17–63, 2001.

18) Quandt, R.: The Demand for Travel: Theory and Measure-
ment, Heath, Lexington, 1970.

19) McFadden, D. and Train, K.: Mixed MNL models for dis-
crete response, Journal of Applied Econometrics, Vol. 15,
No. 5, pp. 447–470, 2000.

20) Train, K. E.: Discrete Choice Methods with Simulation,
Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

21) Small, K. A.: Valuation of travel time, Economics of Trans-
portation, Vol. 1, No. 1, pp. 2–14, 2012.

22) Small, K. A., Winston, C. and Yan, J.: Uncovering the dis-
tribution of motorists’ preferences for travel time and relia-
bility, Econometrica, Vol. 73, No. 4, pp. 1367–1382, 2005.

23) Fosgerau, M.: Investigating the distribution of the value
of travel time savings, Transportation Research Part B:
Methodological, Vol. 40, No. 8, pp. 688–707, 2006.

24) Börjesson, M. and Eliasson, J.: Experiences from the
Swedish value of time study, Transportation Research Part
A: Policy and Practice, Vol. 59, pp. 144–158, 2014.

25) de Jong, G., Kouwenhoven, M., Bates, J., Koster, P.,
Verhoef, E., Tavasszy, L. and Warffemius, P.: New SP-
values of time and reliability for freight transport in the
Netherlands, Transportation Research Part E: Logistics
and Transportation Review, Vol. 64, pp. 71–87, 2014.

26) Hess, S., Daly, A., Dekker, T., Cabral, M. O. and Batley, R.:
A framework for capturing heterogeneity, heteroskedastic-
ity, non-linearity, reference dependence and design arte-
facts in value of time research, Transportation Research
Part B: Methodological, Vol. 96, pp. 126–149, 2017.

27) Samek, W., Montavon, G., Vedaldi, A., Hansen, L. K. and
Müller, K.-R.: Explainable AI: Interpreting, Explaining
and Visualizing Deep Learning, Springer Nature, 2019.

28) Strogatz, S. H.: ストロガッツ –非線形ダイナミクスとカ
オス，丸善出版，2015．

29) Fudenberg, D., Iijima, R. and Strzalecki, T.: Stochastic
choice and revealed perturbed utility, Econometrica, Vol.
83, No. 6, pp. 2371–2409, 2015.

30) Allen, R. and Rehbeck, J.: Identification with additively
separable heterogeneity, Econometrica, Vol. 87, No. 3, pp.
1021–1054, 2019.

31) 宮城俊彦，小川俊幸：共役性概念に基づくロジットモデ
ルのパラメータ推定法とその統計的検定について，土木
計画学研究・論文集，Vol. 3，pp. 185–192，1986．

32) Miyagi, T.: On the formulation of a stochastic user equi-
librium model consistent with the random utility theory –
A conjugate dual approach, Selectecd Proceedings of the
Fourth World Conference on Transport Research, Vol. 2,
pp. 1619–1635, 1986.

33) Anderson, S. P., de Palma, A. and Thisse, J.-F.: A repre-
sentative consumer theory of the logit model, International
Economic Review, Vol. 29, No. 3, pp. 461–466, 1988.

34) McFadden, D.: Conditional logit analysis of qualitative
choice behavior, P., Zarembka ed. Fontiers in Economet-
rics, New York, Academic Press, pp. 105–142, 1974.

35) Johnson, N. L.: Systems of frequency curves generated by
methods of translation, Biometrika, Vol. 36, No. 1/2, pp.
149–176, 1949.

36) Hess, S., Bierlaire, M. and Polak, J. W.: Estimation of value
of travel-time savings using mixed logit models, Trans-
portation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 39,
No. 2-3, pp. 221–236, 2005.

37) Train, K. and Sonnier, G.: Mixed logit with bounded distri-
butions of correlated partworths, R., Scarpa and Alberini,
A. eds. Applications of Simulation Methods in Environmen-
tal and Resource Economics, Dordrecht, Springer Nether-
lands, pp. 117–134, 2005.

38) 城間洋也，福田大輔，岡英紀，和泉範之：複数データを
用いた時間価値分布推計：首都圏高速道路利用者を対
象とした実証分析，土木学会論文集 D3（土木計画学），
Vol. 75，No. 6，pp. I 405–I 414，2020．

39) Ferguson, T. S.: A Bayesian analysis of some nonparamet-

16

第 64 回土木計画学研究発表会・講演集



ric problems, The Annals of Statistics, Vol. 1, No. 2, pp.
209–230, 1973.

40) Greene, W. H. and Hensher, D. A.: Revealing additional
dimensions of preference heterogeneity in a latent class
mixed multinomial logit model, Applied Economics, Vol.
45, No. 14, pp. 1897–1902, 2013.

41) Fosgerau, M. and Hess, S.: A comparison of methods for
representing random taste heterogeneity in discrete choice
models, European Transport-Trasporti Europei, Vol. 42,
pp. 1–25, 2009.

42) Keane, M. and Wasi, N.: Comparing alternative models of
heterogeneity in consumer choice behavior, Journal of Ap-
plied Econometrics, Vol. 28, No. 6, pp. 1018–1045, 2013.

43) Daziano, R. A., Sarrias, M. and Leard, B.: Are consumers
willing to pay to let cars drive for them? Analyzing re-
sponse to autonomous vehicles, Transportation Research
Part C: Emerging Technologies, Vol. 78, pp. 150–164,
2017.

44) Train, K. E.: EM Algorithms for nonparametric estimation
of mixing distributions, Journal of Choice Modelling, Vol.
1, No. 1, pp. 40–69, 2008.

45) Train, K.: Mixed logit with a flexible mixing distribution,
Journal of Choice Modelling, Vol. 19, pp. 40–53, 2016.

46) Manski, C. F.: The structure of random utility models, The-
ory and Decision, Vol. 8, No. 3, pp. 229–254, 1977.

47) 杉恵頼寧，張峻屹，藤原章正：個人の異質性による交通
機関選択モデルの構造分析，土木計画学研究・論文集，
Vol. 12，pp. 425–434，1995．

48) 西井和夫，北村隆一，近藤勝直，弦間重彦：観測されて
いない異質性を考慮した繰り返しデータに関するパラ
メータ推定法，土木学会論文集，Vol. 1995，No. 506，pp.
25–33，1995．

49) Bansal, P., Daziano, R. A. and Achtnicht, M.: Extending
the logit-mixed logit model for a combination of random
and fixed parameters, Journal of Choice Modelling, Vol.
27, pp. 88–96, 2018.

50) Chen, X.: Large sample sieve estimation of semi-
nonparametric models, J. J., Heckman and Leamer, E. E.
eds. Handbook of Econometrics, Vol. 6A, Elsevier, pp.
5549–5632, 2007.

51) Abe, M.: A generalized additive model for discrete-choice
data, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 17,
No. 3, pp. 271–284, 1999.

52) Fukuda, D. and Yai, T.: Semiparametric specification of the
utility function in a travel mode choice model, Transporta-
tion, Vol. 37, No. 2, pp. 221–238, 2010.

53) Fosgerau, M. and Bierlaire, M.: A practical test for the
choice of mixing distribution in discrete choice models,
Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 41,
No. 7, pp. 784–794, 2007.

54) Fosgerau, M. and Mabit, S. L.: Easy and flexible mixture
distributions, Economics Letters, Vol. 120, No. 2, pp. 206–
210, 2013.

55) Fleishman, A. I.: A method for simulating non-normal dis-
tributions, Psychometrika, Vol. 43, No. 4, pp. 521–532,
1978.

56) Li, Q. and Racine, J. S.: Nonparametric Econometrics,
Princeton University Press, Princeton, 2007.

57) Fosgerau, M. and Fukuda, D.: Valuing travel time variabil-
ity: Characteristics of the travel time distribution on an ur-
ban road, Transportation Research Part C: Emerging Tech-
nologies, Vol. 24, pp. 83–101, 2012.

58) Train, K. and Weeks, M.: Discrete choice models in pref-
erence space and willingness-to-pay space, R., Scarpa and
Alberini, A. eds. Applications of Simulation Methods in En-

vironmental and Resource Economics, Dordrecht, Springer
Netherlands, pp. 1–16, 2005.

59) Daly, A., Hess, S. and Train, K.: Assuring finite moments
for willingness to pay in random coefficient models, Trans-
portation, Vol. 39, No. 1, pp. 19–31, 2012.

60) Scarpa, R., Thiene, M. and Train, K.: Utility in willingness
to pay space: A tool to address confounding random scale
effects in destination choice to the Alps, American Journal
of Agricultural Economics, Vol. 90, No. 4, pp. 994–1010,
2008.

61) Ojeda-Cabral, M., Batley, R. and Hess, S.: The value
of travel time: Random utility versus random valuation,
Transportmetrica A: Transport Science, Vol. 12, No. 3, pp.
230–248, 2016.

62) Fosgerau, M.: Using nonparametrics to specify a model to
measure the value of travel time, Transportation Research
Part A: Policy and Practice, Vol. 41, No. 9, pp. 842–856,
2007.

63) Klein, R. W. and Spady, R. H.: An efficient semiparametric
estimator for binary response models, Econometrica, Vol.
61, No. 2, pp. 387–421, 1993.

64) Fan, J., Heckman, N. E. and Wand, M. P.: Local polyno-
mial kernel regression for generalized linear models and
quasi-likelihood functions, Journal of the American Statis-
tical Association, Vol. 90, No. 429, pp. 141–150, 1995.

65) Fosgerau, M.: Specification testing of discrete choice mod-
els: A note on the use of a nonparametric test, Journal of
Choice Modelling, Vol. 1, No. 1, pp. 26–39, 2008.

66) 森川高行：ステイティッド・プリファレンス・データの
交通需要予測モデルへの適用に関する整理と展望，土木
学会論文集，Vol. 1990，No. 413，pp. 9–18，1990．

67) Krueger, R., Rashidi, T. H. and Rose, J. M.: Preferences for
shared autonomous vehicles, Transportation Research Part
C: Emerging Technologies, Vol. 69, pp. 343–355, 2016.

68) Abe, R., Kita, Y. and Fukuda, D.: An experimental ap-
proach to understanding the impacts of monitoring meth-
ods on use intentions for autonomous vehicle services: Sur-
vey evidence from Japan, Sustainability, Vol. 12, No. 6, p.
2157, 2020.

69) Steck, F., Kolarova, V., Bahamonde-Birke, F., Trommer,
S. and Lenz, B.: How autonomous driving may affect the
value of travel time savings for commuting, Transportation
Research Record, Vol. 2672, No. 46, pp. 11–20, 2018.

70) Kolarova, V., Steck, F. and Bahamonde-Birke, F. J.: As-
sessing the effect of autonomous driving on value of travel
time savings: A comparison between current and future
preferences, Transportation Research Part A: Policy and
Practice, Vol. 129, pp. 155–169, 2019.

71) Krueger, R., Rashidi, T. H. and Dixit, V. V.: Autonomous
driving and residential location preferences: Evidence from
a stated choice survey, Transportation Research Part C:
Emerging Technologies, Vol. 108, pp. 255–268, 2019.

72) Zhong, H., Li, W., Burris, M. W., Talebpour, A. and Sinha,
K. C.: Will autonomous vehicles change auto commuters’
value of travel time? Transportation Research Part D:
Transport and Environment, Vol. 83, p. 102303, 2020.

73) Krueger, R., Rashidi, T. H. and Vij, A.: Semi-parametric
hierarchical Bayes estimates of New Yorkers’ willingness
to pay for features of shared automated vehicle services,
arXiv:1907.09639, 2019.

74) Guidon, S., Wicki, M., Bernauer, T. and Axhausen, K.:
Transportation service bundling – For whose benefit? Con-
sumer valuation of pure bundling in the passenger trans-
portation market, Transportation Research Part A: Policy
and Practice, Vol. 131, pp. 91–106, 2020.

17

第 64 回土木計画学研究発表会・講演集



75) Ho, C. Q., Hensher, D. A., Mulley, C. and Wong, Y. Z.:
Potential uptake and willingness-to-pay for mobility as a
service (MaaS): A stated choice study, Transportation Re-
search Part A: Policy and Practice, Vol. 117, pp. 302–318,
2018.

76) Ho, C. Q., Mulley, C. and Hensher, D. A.: Public prefer-
ences for mobility as a service: Insights from stated prefer-
ence surveys, Transportation Research Part A: Policy and
Practice, Vol. 131, pp. 70–90, 2020.

77) Oyama, Y., Fukuda, D., Imura, N. and Nishinari, K.: Esti-
mation of e-commerce users’ preferences for delivery op-
tions, 2021.

78) Becker, F., Danaf, M., Song, X., Atasoy, B. and Ben-
Akiva, M.: Bayesian estimator for logit mixtures with
inter- and intra-consumer heterogeneity, Transportation
Research Part B: Methodological, Vol. 117, pp. 1–17,
2018.

79) Krueger, R., Bansal, P., Bierlaire, M., Daziano, R. A. and
Rashidi, T. H.: Variational Bayesian inference for mixed
logit models with unobserved inter- and intra-individual
heterogeneity, arXiv:1905.00419, 2020.

80) Bansal, P., Daziano, R. A. and Guerra, E.: Minorization-
maximization (MM) algorithms for semiparametric logit
models: Bottlenecks, extensions, and comparisons, Trans-
portation Research Part B: Methodological, Vol. 115, pp.
17–40, 2018.

81) Miyagi, T.: Dual approach to the modal equilibrium prob-
lem, Working Paper 83-TE-MT2-5, Gifu University, 1983.

82) 宮城俊彦：ネスティッド・エントロピーモデルとその応
用，土木計画学研究・講演集，Vol. 18，No. 2，pp. 163–166，
1995．

83) Verboven, F.: The nested logit model and representative
consumer theory, Economics Letters, Vol. 50, No. 1, pp.
57–63, 1996.

84) Hofbauer, J. and Sandholm, W. H.: On the global conver-
gence of stochastic fictitious play, Econometrica, Vol. 70,
No. 6, pp. 2265–2294, 2002.

85) McFadden, D. L. and Fosgerau, M.: A theory of the
perturbed consumer with general budgets, Working Paper
17953, National Bureau of Economic Research, 2012.

86) Shannon, C. E.: A mathematical theory of communication,
Bell System Technical Journal, Vol. 27, No. 3, pp. 379–423,
1948.

87) Nielsen, N., Fosgerau, M. and Kristensen, D.: Estimation
of perturbed utility models using demand inversion, 2021.

88) Rockafellar, R. T.: Convex Analysis, Princeton University
Press, New Jersey, 1970.

89) Gentzkow, M.: Valuing new goods in a model with com-
plementarity: Online newspapers, American Economic Re-
view, Vol. 97, No. 3, pp. 713–844, 2007.

90) 福田大輔，森地茂：選択行動間の相互依存性に着目した
観光交通行動分析，土木計画学研究・論文集，Vol. 18，
No. 3，pp. 553–561，2001．

91) Fox, J. T., Yang, C. and Hsu, D. H.: Unobserved hetero-
geneity in matching games, Journal of Political Economy,
Vol. 126, No. 4, pp. 1339–1373, 2018.

92) Allen, R. and Rehbeck, J.: Hicksian complementarity and
perturbed utility models, Economic Theory Bulletin, Vol. 8,
No. 2, pp. 245–261, 2020.

93) Sims, C. A.: Implications of rational inattention, Journal of
Monetary Economics, Vol. 50, No. 3, pp. 665–690, 2003.
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