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〈 論文要旨〉

　近 年の小 売業の経営は，置 けば売れる とい う売り手本位の発想か ら脱皮 し，多様化 した消費

ニ ーズ に応 じた買い 手本位 の発想 へ 明確 に転換すべ きで ある と言わ れ続けて い る．たとえば ，

い ち早 く変革の 必要性に気づ い たイ トー
ヨ
ーカ堂は

， 業務改革の コ ン セ プ トを鮮明に打ち出 し，

店舗運営の 生産性向上 に成功 した と言われ て い る．米国にお い て も，ECR や カ テ ゴ リー ・
マ

ネジ メ ン トとい う方法論 が提唱 され
， 消費者 ニ ーズを満足する 商品陳列と流通／生産の生産性

向上 を同時に達成する こ との重要性が説かれて い る．

　構造転換 に成功 した小売業者 もある
一
方で，依然として，低収益に喘い で い る小売業者も多

く，全般的には，小売業者の収益性は低下の
一
路を辿 っ て い る よ うで ある．本稿は

，
こ の よう

な背景の もとで ，小売業者の収益性の低下が，商品の陳列在庫管理の不適切 さに基因する所が

大 きい 点に着目し，小売店にお ける陳列在庫管理を支援する収益性管理モ デ ル を構築 しよ うと

するもの で ある．まず ， 店頭にお ける陳列在庫管理 の 理論研究を行う．当該品の 在庫を保有す

る ことで他品の販売機会損失が発生する ことを考慮し，小売業者の 在庫効率 とス ペ ース効率 を

一
斉に高める こ との で きる在庫管理技法を開発する．さらに，商品陳列の優先順位を評価す る

指標 として マ ージナル ・ス ル ープ ッ ト（MT ）を導入 し， 死に筋商品の 排除 と新商品投入を行い

なが ら， 新 たな陳列編成 を作成する際 の 意思決定を支援 しようとする もの で ある．

　本稿で開発 した方法論は ， 以下の ような特徴を有する ことで店舗の生産性 に資する こ とが で

きる．まず，小売業者に とっ て の SKU 最適所要量は，従来の在庫管理手法で計算された個別

最適所要量 よ り全 般的に小 さくなる こ とが明 らか に な っ た．各 SKU の 在庫効率とス ペ ース効

率が
一斉に高まる の で

， 従来 と比較する と， 商品の 品揃えを豊富に しつ つ 陳列効率を高める こ

とが 可能になる と考えられ る．さらに，MT 指標を用 い る こ とで ，死 に筋排除の 意思決定 を客

観的に行うこ とが 可能になる．これ らを実施する ことで ，店舗運営の マ ネジメ ン ト・サイク ル

にお い て
，

カ テ ゴ リーの 新陳代謝 （カ テ ゴ リ
ーの 活性化）を高め る効果が生 じる と考 えられ．

る．
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1． は じめ に

　 日本の 経済
・
経営 は ， 成熟化の 時代 を迎 えた と言 わ れて 久 しい ．特 に

，
バ ブ ル 崩壊以 降は 多

くの 小売業者は減収減益 に追 い 込 まれ て お り， 小 売業者 間の 業績 に格差が 拡が りつ つ ある ． こ

れ は不況の 影響だ けで な く
，

経営再 構築 をな しえた か 否か とい う構造 的問 題 に よ る もの と考 え

られ る ． い ち早 く環境変化に 対応 して 構造改 革 をな しえた 小売業者 は 比較的堅調 な業績 を持続

して い るが ，
一

方で ，構造改革 に 遅 れ存続の 危機 に瀕 して い る小 売業者 も少 な くな い ．

　我 国で は，イ トー ヨ ー
カ堂が構造改革 を成功 させ た企 業 と して よ く紹介され る ．イ トー ヨ ー

カ 堂の 「業務改革」 は
， 理念的 な取 り組み で あ るが ，売上 至上 主義か ら生 産性 向上 に発 想 を転

換 した こ とに 大 きな特徴が ある ．その 実施ス テ ッ プは，  「死 に筋商品」 を な くす こ とか ら在

庫 を減 ら し
，

U ス を少 な くする ，  「売れ筋商品」・「見せ 筋商品」の 投入 と フ ェ
ース 管理 か ら

売上 増進 ，   資本 ・労働 性 改 善 ，   「川上 の 利益吸収1，「契約シ ス テ ム の 確立お よび販促革命」，

  ス トア の 自主 性の 確立 お よび理想 的 な チ ーム プ レ イ ，   ス タ ッ フ 部門 の 業務改善 ，   「基礎

工 事の 成果を見極め 本格攻勢」の 7 つ か ら構成 され て い る ．損失 の もと に なる死 に 筋商品 を排

除 して 在庫 を削減 し， 売れ筋商 品 を中心 に した フ ェ
ース 管理 を行 い

， 売上 が増 えな くて も高 い

収益 性 を確保で きる よ うに業務管理 の 方針 を変更 した わ けで ある ．

　 米国で は ， ブ ラ イ ア ン ハ リス 他 ［1］に よ っ て 1990 年代初 頭 に カ テ ゴ リー ・マ ネ ジ メ ン トが 提

唱 され，我 国に お い て も盛 ん に そ の 取 り組み が行わ れ始め て い る ．カ テ ゴ リー ・
マ ネ ジ メ ン ト

とは
， 商品カ テ ゴ リーを戦略事業単位 と捉 えて ，陳列編成 や販 売促進 を含 むす べ て の 戦 略 ・戦

術 を統
一的 に 実施 しよ うとす る 取 り組 みで あ る ．組織 的 に は小 売業者の カテ ゴ リー ・

マ ネジ ャ

ーが メ
ー

カ
ー と共 同 して 担 当 カ テ ゴ リ

ー を管 理 す る．実 施 方 法 は， FMI （Food 　Marketing

Institute）が ノ
ース ウ ェ ス タ ン 大学 Center　fbr　Retail　Management に依頼 して 作成 した方法論

［4］〜［8】が 良 く知 られ て お り，  カ テ ゴ リーの 定義 ，   カ テ ゴ リーの 役割設定 ，   カ テ ゴ リ
ー

評価 ，   ス コ ア カー ドの 作成 ，  戦 略 策定 ，   戦術 立案 ，   財 務計画 ，   実行計画 の 作成 ，  

モ ニ ター とレ ビ ュ
ー とい う9 つ の ス テ ッ プか ら構成 されて い る．

　 こ の よ うな取 り組み は ， 広 く知 られ て い るに も関わ らず ， どの 小 売業者 に お い て も一
様 に 機

能して い る とは言 えな い よ うで あ る．イ トーヨ ーカ堂 の 業務改革は ，概念的 に は賛同で きて も，

そ れ を実行す る に は
，

トッ プの 強力 な リーダーシ ッ プ と従業員 の 資質 を高 め るた め の 長期 的な

取 り組みが 不可 欠で あ り，実行す る の は至 難 の 業で あ る と言わ れ て い る ．米国の カ テ ゴ リ
ー ・

マ ネ ジ メ ン トに して も，実態的 に は，従来 の 勘 と経験 に基 づ い た 陳列構成 の 決定 と， プ ロ モ ー

シ ョ ン に よ る 来店顧客数の 拡大戦術 に 終始 して い る面が 少 な くな く， 手間の か か る 割 に は新 た

な効果が 少ない ともい わ れて い る ．

　本稿が着目す る の は
， 上記の 方法論 は

，
い ず れ も収益性管理 に 関す る理 論研 究 に基づ い た実

行支援 ッ
ール が 十分 に整備 されて い ない た め に ， 抽象度の 高い 概念 と具体的 な実務 との 間が 乖

離 して ，実践す る に当た り実際 に収益改善効果 が どの よ うに生 じる か 理解 を困難 に しで い る こ

とで あ る ．小 売業者 は ， 消費者 ニ ーズ に マ ッ チ した 商品陳列 を行 うとい う定性 的取組み も重 要

な こ とは然 る こ となが ら ，限 られ た 在庫資金 と陳列ス ペ ー
ス の 使用効 率 を高め ， 利益 を最大化

す る陳列方法 を考 え る と い っ た経済性 分析 の 手法 も同様 に 重要で ある ．地域密着型で フ ラ グ メ

ン トな構造 を持 つ 日本の 小売業界 に おい て 持続 的成長 を維持する に は
， 店舗の 生 産性向上 に つ

い て 特 に注意 を向け る必要 が ある と考 えられ る ．

　本稿 は，カ テ ゴ リーの 収益性管理 の 観点か ら，小 売業者の 在庫資金 と陳列ス ペ ース の 使用効
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率 を高め る商 品陳列 の 方法 を理論化する ．店舗運営者は
， 本稿 の 陳列在庫管理 シ ス テ ム を用 い

る こ と に よ っ て
， 商品の 需 要分布 さ え的確 に 予測 す る こ とが で きれ ば

， 陳列在庫 管 理 に つ い て

は
， 業務経験 に 頼 らな くて も

，
適 切 に実施で きる よ うに な る ．本稿 は

， その よ うな陳列在庫管

理を運営する ための マ ネ ジメ ン ト ・シ ス テ ム を提供 し よ うとする もの で あ る．

2 ． 小売業者の 最適所要量

　小売業者 に と っ て 陳列在庫管理 は重 要な成功要因の
一

つ で あ る．余分 な在庫や売れ ない 商品

を置 かず に ， 売 れ る 商品を今以 上 にい ろ い ろ と置 きた い わ けで あ る．本節で は ，そ の よ うな陳

列在庫管理 を実現す るた め の 理 論的検討 を行 う．

2 ．1 小 売業者の 収益 構造

　（1）儲 け筋の 陳列 と死 に筋 の 排除

　小 売業者 は，有限 の 在庫資金 を用 い て い ろ い ろ な商品 を仕入 れ ，そ れ を有限 の ス ペ
ー

ス に 陳

列 し，商 品の販売 を通 じて 利益 を得 て い る ．売れ な い 商品は
， 特別 の 政策的意味が ない 限 り陳

列 して も仕方が な い し，売れ て い て も必要以 上 に 陳列 して フ ェ
ース を占有 して しま うと

， 他品

を陳列す る こ とがで きな くな り， 儲 けを減 ら して し ま う．

　商品陳列 の観点か ら小売業者 の 収益 を経済性の 原則 に基づ い て 考 えて み る と
， 商品の 在庫資

金 当た り限界利益 （GMROI ）お よび ス ペ ース 当た り限界利益（GMROS ）が と もに大 きなもの を優

先的 に取 り扱 えば儲 けが 増 える はずで ある ．

　こ の 原則 を徹底的に 追求 して い る の が
，

コ ン ビ ニ エ ン ス ・ス トア（CVS ）で ある ．わ ずか 30 坪

前後の 店舗で は
，

ス ペ ース 制約が 厳 しい た め
，

バ ッ クヤ ー ドに商 品を在庫 し て お くこ とはほ と

ん ど不可 能で あ る ． したが っ て ，過剰仕 入 は 他品の 陳列ス ペ ー
ス を圧 迫す る と 同時に

， 在庫効

率 も低下 させ る こ とに なる ．店舗 オ
ー

ナ
ー

は 自ら店舗運営 を行 うこ とが 普通 で あ り， 限 られ た

自己 資金 と陳列 ス ペ ー
ス を有効利用 す る た め に ， POS 情報や棚在庫量 に 常 に注意 を払い なが ら ，

売れ 筋の 把握 と死に 筋の 排 除に取 り組ん で い る ．CVS の 業績が ス ーパ ーな どの 他業態に 比 べ て

顕著 に高 い の は ， こ の よ うな陳列管理 を店舗 オ
ー

ナ
ー

が 徹底 して い る こ と に も拠 る所が大 きい

と考 え られ る．

　ス ーパ ーな どの 他業態の 小売業者 に お い て も，
こ の よ うな陳列在庫管理 を行 っ て い れば ，収

益性 を向上 させ られ る は ずで あ る ． しか し．実際に は
，
CVS は オーナー

自らが きめ細 か い 目配

りを行 うこ と の で きる 30 坪 と い う狭 い 店舗 で の み 実現 で きる の で あ り，
CVS 固有の 経営形態

が なせ る業 なの で あ る． とこ ろ が ，広 い 店舗 と当事者意識の 薄い 従 業 員 に依存す る ス ーパ ー
な

どで は ， す べ て の SKU に対 して 高い 管理水準 を保 つ こ とは至難 の 業で あ り ， 高度 な経験 に依

存 しな くて も実施で きる よ うな よ りシ ス テ マ チ ッ ク な管理手法が 要求 され るの で ある ．

　（2）在庫管理

　在庫管理 は，商 品 の 陳列数 を決め る こ とに つ なが るの で ，商 品の フ ェ
ース 構成 と密接 に 関連

して い る ．我国の 小 売店の 多 くは ， 店舗の ス ペ ース 効 率 を高め ，余剰在庫 を厳 し く管理 す る た

め に
，

バ ッ ク ヤ
ー ドに 商品を 山積 み して お くこ と は ほ と ん どな い ，バ ッ クヤ

ー
ドに は 特売 品な

ど一
時的に 大 きな需要が予想 され る商品の 保管場所 に使用 し

， それ 以外 の 商品は基本 的に はす

べ て 棚 に陳列す る こ とが 普通 で あ る ．棚在庫 だ け に注意 を払え ば良い の で
， 在庫管理 も容易 に
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な る．棚 に並 ぶ 商品 は ， 売れ筋商 品 で あ れ ば ， 消費者の 目 につ くよ うに ， 複数 フ ェ
ース で 陳列

すべ きで あ る と考 え られ て い る．す なわ ち，商 品 の 基 準在庫量 が 陳列 フ ェ
ース 編 成 を決 定 す る

わ けで ある ．

　不確 実な期 間需要 に対 して 利益 を最大化す る在庫管理 を行 う方法 に つ い て は ， 新聞売 り子 問

題 と呼ば れ る手法 お よび そ の 応用方法が 知 られ て い る ．小 売店の 利益 を最大 に す る に は，以 下

に述 べ る よ うに ， 陳列ス ペ
ー

ス 効率 と在庫効率 とを同時 に考慮 した在庫管理の 技 法 を構築 しな

くて は な らない ．

　新聞売 り子問題 は
， 期 間需 要 （発 注サ イ クル ＋ 調達 リー ドタ イム ） に対 して

， 品切損失 と在

庫 コ ス トとの トレ ー ドオ フ を管理 す る こ とで
， 当該 製品の 期待利益 を最大化す る 所要量 を決定

するた めの 理論で ある ．期 間需 要 に対す る所 要 量 を大 きくす る ほ ど
， 品切 れ を回避で きる の で

，

販売利益 は増加 す るが ，

一
方で在庫 コ ス トも増加 する の で

，
こ れ らが均衡す る点 を最 適所要量

とす る わ けで あ る．こ の ような所要量 を個別最適所要 量 と呼び，図 1の s
”

で 示 して い る．

　 とこ ろが ，小売業者 はい ろ い ろ な商品 を陳列棚 に並 べ て 販売す る と い う形態 なの で ， 小 売業

者に と っ て の 最適所要量 を求め る に は，当該 品の 在庫 を増や した ときの 利益増分 を評価す る だ

けで は な く，
ス ペ ース 制約の もとで その 在庫資金 を他品 に投 じた場合 に得 られ る利益増分 を評

価 し な くて は な らな い ．すな わ ち ， 在庫資金 とス ペ ー
ス とい う2 つ の 制約 の 下 で

， 多品 目の 陳

列在庫管理 を最適化する 問題 を扱 う必要が ある ．

　図 1 に 示す よ うに ，当該品の 在庫 を増や して い くと
， 品切れ が減 る の で 限界利益 を増 す こ と

が で きるが
， そ の 増加額の ス ペ ース 当た り金額は

， 在庫量が大 きくな る ほ ど段階的に逓減 して

い くの で ある ．在庫の 増加 に伴 っ て ス ペ ー
ス 使用量 が段階的に 増加する の で

， 商品 を陳列棚 の

奥行 き一
杯 まで 並べ た ら次に も う 1列増 や す とい っ た 具 合 に

， 陳列 ス ペ ース は段 階 的に 増 加す

る ． した が っ て
， 商品の ス ペ ー

ス 当た り利益 は
，

フ ェ
ー

ス 数が 1 列増 える ご と に段 階的 に低 下

す る わ けで ある ．

在 庫 を増 や した ときの ス ペ
ース 当た り利 益 の増 加額

ス

ペ

ー

ス

当
た
り

利
益
の

増
分

当該品の 在庫 を増や し

たと きの 期待利益増分

’

’

’

’

t
t＊

　 ，

’

　 在庫 を他品 に転換

／
した と きの期待利

／　益増分

　 　 　 “の・・，，
el

t
−一一のノ 　　 1

ρ卩一圃
ρ

■，“」
，

1
遖

9
’

s ＊− t＊ S＊

　在庫保有量

相対最適所要量 個別最適所要量

図 1 個別最適所 要量 と相対最適所容量
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　次 に，他品の 販売機会 も考慮す る必 要が あ る．当該品の 在庫量が 十分 に 大 きい と きに は ，品

切れ の 確率が ほ どん どな くな る の で
， 当該品の 在庫 を限界 的に t個増加 させ た と して も， 在庫

金利 と均衡す る くら い の 僅 か な利 益 しか 期待 で きない ．そ こで
， 当該 品の 在庫 を繝 増 や す代

わ りに
，

t個分 の 在庫資金 で 他品 を仕入 れ て 販売 した方 が利 益 が増加 す る こ とが 考 え られ る ．

す なわ ち ， 当該品 ♂個 の 在庫を保有する 代わ りに ， s
’− t

“

個 の 在庫に して 〆個分 の 在庫資金は

他品 の 仕入 に回 した 方が全体の 利益 が増 加す る可 能性 を考慮 しな くて は な らな い わけで あ る．

　こ の よ うにス ペ ース 当た り利益 の 段 階的 変化 と他 品の 販売機会 を考慮 しつ つ ，商品陳列の ス

ペ ー ス 効率 と在庫効率 と を一
斉 に 向上 させ て カ テ ゴ リ

ー全 体の 利益 を最大化す る所 要量 ♂− t
’

を相対最適所要量 と呼ぶ こ と にす る ．

　（3）需要 管理

　小 売 業 にお い て は ，仮 説 検証 型 の 経営 が重 要 で あ る とい わ れ て い る．す な わ ち，商 品が い く

つ 売れ る か仮説 を立 て ， 過 不足の な い 仕入 れ を行 うこ とで 効率的 な経営が で きる．商 品需 要は

不確実で あ るが ， 店舗の 商品編成 ， 価格設定 ， イ ベ ン トの 開催 と い っ た 要因に よ っ て 影響され

る の で ， 店舗 マ ネ ジ ャ
ーは ， 商圏特性 の 仮説検証 を通 じて ， 商 品需要を管理 す る わけ で あ る，

　本稿 の 最適所要量 を求め る際 に も，商 品の 需要分布が与 え られ て い る こ とが必 要で あ り，需

要分布 を正確 に推定する こ とは
， 最適所 要量 の 精度 を高め る 上 で 非常 に重 要で あ る ，需要分布

の 推定精度が 著 し く低 い 場合は
，

い くら精緻 な在庫管理 シ ス テ ム を構築 して も無意味で あるが ，

あ る 程度の 正 確 さで 需要分布 を推定で きれ ば
， 本稿 の 在庫管理 理論 を用 い て 最適 な所要量 と陳

列 ス ペ ース を求め る こ とが で き る こ とに な る ．すな わ ち，本稿 の 意義 は
， 売場担 当者か ら陳列

在庫管理 に 関する 判断業務 を解放 し，商 品需要の 仮説検証 に専念 させ る こ とで ，管理水準 の 向

上 に資す る もの で ある と理解 で きる ．

　陳列商 品の 大多数 を占め る定番品 に つ い て は
， 幸 い

， 過 去 の デ
ー タを用 い て 比 較 的高 い 精度

で その 需要分布 を推定す る こ とが 可能で ある こ とが 多い ．新商品や特売品の 需要分布 を推定す

る こ とは困難 で あ る が，そ もそ もこ れ らの 需要管理 は
， 実需 とは 無関係 に政 策的に行わ れ る の

で あ り，
こ れ らの

一
時的 な要 因に よ っ て 定番商 品を主体 とす る 陳列在庫管理 の 全体的 な有効性

が妨 げ らる わ けで は ない と考え られ る ．

2．2 最適所 要量 の 定式化

　本 節 で は，相対 最 適 所 要量 を定式化 す る ． まず，期 間需要 と して対 数正 規 分布 を仮 定 した 上

で ， 当該品の 在庫 を他 品 に転 じた と きに得 られ る他 品の 販売期待利 益 を定式化 し ， さ らに ， 当

該 品の ス ペ ース 当た り利益 と他品の ス ペ ース 当た り利益の 合計 を最 大 にす る微分方程式を定式

化 した上 で
， その 解 （相対最適 所要量） を非線形方程式 の 数値計算法に よ っ て 求 め る． なお ，

数値計算 プ ロ グ ラ ム に は
， 商品の ス ペ

ー
ス 当た り利益 が段 階的に変 化す る こ とを考慮す る た め

の アル ゴ リズ ム を組み 込ん で あ る．

　（1）需要分布

　商品の 需要分布 と して は
， 対数正 規分布 を仮定する ．と い うの は

， 商品の 週間需要は
，

ゼ ロ

以下 に なる こ とは な く， 週 に 1 個〜 5個 しか売れ な い 商品 も結構 ある の で
， 需要分布 と して 正 規

分 布 を仮定す る よ りも対 数正 規分 布 を仮定する 方が 適 当で あ る と考えられ るか らで あ る．需 要

分布の 確率変数をx とす る と，原 デ
ータ x の 標 本平均 E （x ）お よび 標 本 分散 Var （x ）よ り対 数 正 規
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分布 の平均 μ と分散 σ
2
の 推定値 を求め る こ とが で き，対 数正規需要分布は次式で 与 えられ る．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ユ

対数正糯 要頒 …
マ 耘 評

（’nx
’

”’
2

　 　 　 　 …

ただ し，
　　　　　E（x ）

2

μ
＝ ln

羸
・ ・

σ
2＝ln

　 　 　 　 　 2
Var（x ）十 E （x ）

E （x ）
2

（2）個別最適所要量の定式化

　他 品 の 販売機会 も考慮 した相 対最 適所 要量 を求 め る に は
， まず ， 個 別 最 適所 要 量 をた 上 で

，

そ こ か ら どれ だけ他品 に振 り替 えた ら よい か計算す る こ と で 相対 最 適所要量 を求め る こ とが で

きる ．当該品の 売価 p ，単位原価 v ，在庫保管費用 w の と きに ，対数正 規分 布に対す る個別 最適

所要量 s
“
は，期待利益 1 をs で 微分 して ， 次式 で 与え られ る ．

ム 幸
一

・）｛∫趣 繭 ＋∫、ア（・ ）d ・］
一

・f。

s

（・
−

x ）f（・）dx

一（P
一
弧

’°
・ ノ（x）dx −

（P
−
　・）　J、

　

°n

（・
− s）f（漁 一w ∬（・

一
・）ノω 纛

壽一 一
（P

−
・）｛F （s ）

一
胴 ト・｛F （・）− F （・）｝

一
（P

−
v）｛・

− F （・）｝
一

・ F （・）

一 （P
−

・）｛・
− P … ｝

一
・ P… 一・

（3）

（4）

ただ し、α
＝
lns　一　FL

， P（α ）は標準 正 規分 布 N （0 ，
12）の 累積確率分 布

　 　 　 　 　 　 σ

ゴー
’

吟 ・ − F1 （。s−￥tivm
−

． ＋

”

w ）
s

・ 。。e
・＋ ・ P

−1
（try． ：． ） （5）

（3）相対 最 適所 要量の 定式化

　相対最適所要量 は
， 個別最適所 要量 s

“

か ら t だけ所要量 を減 ら した と きの 当該 品の ス ペ ース

当た り期待利益 ∬と当該品 を t だ け他品 に 置 き換 えた と きに 得 ら れ る 他品 の ス ペ
ー

ス 当た り期

待利益 laの合計 を最大 にす る t
“

を求め る こ と で 与 えられ る．

　 まず，個別最適所 要量 ♂か ら tだ け所要 量 を減ら した と きの 当該 品 の ス ペ ース 当た り期待利

益 1 は ， 売価 p ，単位原価 v ，在庫保管費用 w ， 当該 品 の ス ペ ース 使用量 r とす る と ， 次式 で 与

え られ る ．
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・一÷［回 ｛ガ、プ（繭 ＋J，
／L

、（sth
− t）！・咽

一で 冠
一t− ・）∫ω 司

一爿（・
一
帰 ・・鋤

一
（殉 ∫ち｛・ 一

（司 ・贓 イ 恰 一
・
一

・）f・・ … ］　 （・・

式（6）を tで 微分 する と，次式が得 られ る

券爿一
（・

一
→（一・）｛・ （s

“ 一・）− F （・・）｝
一

・ （
一・）｛・（s

“ − t）− F （・）｝］
− 1［一（・ 一

→｛・
一・ （s

’ − t・｝… （曲 ］
一 ÷［一（・ 一

り｛・
− P … ｝・ ・ P … ］

（7）

た だ し
，

。 −

1・ （s
“’

‘）｝IL
，

P （。 ）は 標鉦 規分布N （。，
、

・
）螺 積確率分布　 　 　 　 　 　 　 　 σ

　次 に ， 当該品 t個 分 の 在 庫を他 品 の 仕入 に振 り向 けた場合 に ，他品の 販売 か ら得 られ る 期待

利 益 を計算す る ．他 品 は
， それ ぞ れ需要分 布 ，限界利益 お よ び コ ス トが異 な る た め，厳密 に は

各他品 へ の 在庫資金 の 投 入 を個 別 に定式化する必要が あ る． しか し ， 本稿で は定式化 が複雑 に

な る の を避け る た め に ， 他晶 の 平均値で 代表 させ る こ と にす る．

　する と
， 当該品 t 個 の 在庫資金 を他品 へ 投 入 した と きの 他 品 の 在庫量 u は

， 当該 品の 単位原

価 c ， 他品 の 平 均単位原価 c
α ， 他 品の 品 目数 n の と きに ，次式 で 与 え られ る．

−

万

c

％
6

　

＝♂
α

（8）

　最大陳列 ス ペ ース Z ， 当該品の 陳列幅 r ，他 品の 平均 陳列 幅 r
。 ， 他 品の 最大 品 目数 を nma

、
と

す る と，陳列可 能な他 品の 品 目数 n は次式 で 与 え られ る。

n − M ・n （哥 ，司 （9）

　こ の と き， 他 品全体 の ス ペ ース 当た り期待利益 1
、
は，他品の 平均売価 Pa ，平均 単位原価 Va ，

平均在庫保有費用 ve
。
とす る と，次式で 与 え られ る ．

  一 ・
・

爿 （P ・

一
・Va ）｛敷 ・ （Xa ）・  ・∫冫・（Xa ）喝

一
・

・f。

‘
a

（u
− Xa ）鵬 圃

一 爿（P ・

一
・Va ）∫  ・暢 ・d・

。
＋（・ 。

一
　Va）∬（・

− x）… 。
）dXa − w

。J。
‘
“

（u
− Xa ）9 ・Xa ・列 （・・）

　そ こ で
， 当該品 の t個 を他 品に 置 き換 えた と きの ス ペ ース 当た り期待 利益 の 合計 を最 大 にす

る よ うな相対所要量 ♂一爵 ま次式で 与えられる ．

　1＋1
「
a
→ M α x
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蕊
α ＋ 1

・
）＝ o

÷［回 ｛・
− P … ｝− P ω 1一

　　　　　　 In〔♂ 一の 一
μ

た だ し ，　 α
＝

　 　 　 　 　 　 　 　 σ

，爺 ［（P 。

−
Va ）｛・

− P ・β・｝
−

Wa ・・β・］
　　　　　1・ 鴫

・÷）− ILa

　　　 ， β ＝

　 　 　 　 　 　 　 　 　 σ
α

P（α ），
P（β）は標準正規分布 N （O，

12）の 累積確率分布

（11）

　（4）相対最適所要量 を求める数値計算プロ グラ厶

　上式 を解 くに は
， 非線形方程式の 数値計算法 を用 い る必 要 が ある が ， 本稿で は

， 逐次二 分法

を適用 した．tの 解 は 0 か らs
“

の 間 に存在 す る こ とが 明 らか なの で
，

こ の 範 囲 に逐次二 分 法 を

適用すれ ば確実 に解 を求め る こ とが で きる ．本稿で 作成 した 数値計算の フ ロ
ー

チ ャ
ー トとプ ロ

グ ラム を付属 資料に添付 す る．

　数値 計算プ ロ グラ ム に は ，商 品 の ス ペ ース 当た り利益 が段 階的 に変化す る こ とを考慮す るた

め の ア ル ゴ リズ ム を組み 込 ん で ある ． まず， フ ェ
ー

ス 数の 初期値 を 1 と し，その 条件 もとで 最

適所要量 が どれ だ けフ ェ
ース を使用す る か 計算 する ， フ ェ

ース 数の 計算結果が 初期値 よ りも大

きい 場合 は
，

フ ェ
ース 数 を 1 増や し

， 再度計算 を繰 り返す．そ の よ うに 計算 を繰 り返す こ とで
，

最適所要量 とその 適正 な フ ェ
ース 数 を同時 に 求め る こ とが で きる ．

　さ らに ，商品の フ ェ
ー

ス 数 を政策 的に 設定 した 場合 に
， 所定の フ ェ

ー
ス 数 に 相対最適所要量

が 収 ま る よ うに
， 補充発 注サ イ ク ル 期 間 を調 整 する た め の 計算機 能 を組 み込ん で ある ．まず ，

補充発注サ イ ク ル 期 間の 初期値 と して 最 長 補充発 注サ イ クル 期間 を設 定 し， そ の 期 間需 要 に対

す る相対最適所要量 とフ ェ
ー

ス 数 を計算す る ． もし ， そ の フ ェ
ー

ス 数が 所定の フ ェ
ー

ス 数 よ り

も大 きい 場合 は
， 補充発 注サ イ ク ル期 間 を 1 日減ら し，そ の 期 間需 要 に対す る相対最適所要量

とフ ェ
ー

ス 数 を計算する ．こ の よ うに して 計算 された フ ェ
ース 数が ，所定の フ ェ

ー
ス 数 と一

致

す る か
， また は

， 補充発注サ イ クル が 1 日に なる まで 計算を繰 り返す ．

2．3 相対 最適所 要 量の 解 析

　相対 最適所要量 の 特性 を解析 する ． 最大陳列ス ペ ース z が 当該 品の 陳列 ス ペ ース に 比べ て 非

常 に大 き い 場合 は ， 式（11）は通 常 の 個別最適所 要量 の 微分方程式（7）と等 し くな る ．す なわ ち ，

陳列ス ペ ース が限 り無 く広 い 場合 に は ，
ス ペ ース の 制約か ら 解放 され る の で ， 相対最適所要量

は個別最適所要量 に近 づ い て い くわ けで あ る ．

　ま た
， 陳列ス ペ ース が 有限の 店舗 に お い て は

， 他 品の 品 目数が 十分 に 多けれ ば，他 品
一

品 目

へ 置 き換 えられ る 数量　taが小 さ くな りP （β）が 0 に近づ くの で
， 最適所 要量は次式 で 近似 で きる．

こ の と き， 相対最適所要量 は ， 他品の 限界利益 と陳列 ス ペ ース と仕入 原価 の 相対比 に応 じて 変

化 し ，

一
般 に

， 個別最適所 要量 よ りも小 さ くな る こ とが分 か る ．
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P （α ）＝
（・

−
v）

一
（P ・

一
・Va ）（E：．；；）Ca

（・
一

・）・ ・

（12）

2．4 マ ー ジナ ル ・スル ー プ ッ ト（MT ）

　陳列在庫管理 を実行す る に は
， 商品の 優先順 位 を決定す る必 要が ある ． た とえば

， 商品 カ テ

ゴ リーに 割 り当て られ た陳列ス ペ ース に比 べ て
， 商品の 種類 が 多い 場合 は

， 陳列すべ き商品 を

選択 しなけれ ば な らな くなる ， また
， 他 の カ テ ゴ リーの 収益性が 高い 場合 は

， 当カ テ ゴ リーの

陳列 を減 ら して
， 他カ テ ゴ リーの 陳列 を増や す こ と も考え られ る． こ の 場合 も，陳列 すべ き商

品を選択す る必 要 があ る ．本 稿 は，式（13）に示 す 指標 を商 品 の 評 価基準 と して 導入 し，マ
ージ

ナル ・ス ル ープ ッ ト〔MT ）と称す る．

　小売業者に と っ て の 制約資源 は
， 商 品の 陳列ス ペ

ー
ス と在庫資金で あ り， 経済性の 観点か ら

は ，こ れ ら の 使用 効 率の 高い 商品 が 優 位 な 商 品 で あ る ． した が っ て
， 式（13 ）に示 す よ うに ，

GMROI と GMROS を商品の 評価基準 と して 用 い る こ とが で きる ． しか し実務的 には ，こ れ ら

2 つ の 指標 を両 睨み で 使用す る こ とは 煩 わ しい の で
， 式（14）に示す よ うに ， 経営資源使用効率

を一斉に評価す る た め の 統一指標 と して
， GMROI と GMROS の 相乗平均 をマ

ージナ ル ・ス ル

ー
プ ッ ト ト（MT 丿と称 して 導入 す る．　 MT は 当該品 の 粗利益 GM を分子 に と り

，
フ ェ

ース 使用

幅fα ce と平均在庫量 invの 相乗平均値 を分母 とす る もの で もあ り，こ の 分母 は，経営資源の 平

均的 な使用量 と解釈す るこ とが で きる．

　　　　　・M ・・1一軅 ，
・M … 一器 　 　 　 　 　 　 　 （・3）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 GM
MT ＝　 GMROI ・GMROS ＝

tnv ・fαce
（14）

　MT を使 用す る こ とで
， 商品陳列 の 計画 と業績評 価 を行 うこ とが で きる ．　 MT の 計画 値 を求

め る に は ， まず ，当該品の 需要分布 に 対する 相対 最適所要量が 求め
，

そ の と きの GM
， 在庫金

額お よ び 陳 列ス ペ ース の 期待値 を求め る ，こ れ ら期待値 を式 （13）に投入 す る こ とで ，MT の 計

画値 を求め る こ とが で きる ．事後 的に は，ある 販売期 間に 関す る GM ，在庫金 額お よび陳列ス

ペ ー
ス の 実績値 は容易 に求め る こ とが で きる の で ， これ らの 実績値 を用 い MT 実績 を測定で き

る ． こ の よ うに
， 計画値 と実績値 との 比 較 を行 うこ とが 可 能 に な り，

マ ネジ メ ン ト ・サ イ クル

を確立す る こ とが で きる ．

3 ． 実施 サ イ クル

　図 2 は棚陳列管理 の 実施サ イ ク ル で ある ．現実の 店舗運営サ イク ル に 基本 的に適合 して お り ，

実務的に も，現行業務の 延 長 と して 導入 する こ とが 可能で あ る

3．1 実績評価

　実績評 価 の ス テ ッ プで は ， POS デ
ータ と仕入 デ

ータお よ び 陳列実績デ
ー タを集計 し，　 MT 実

績値お よ び各種財 務 指標 を計算す る ．実績値の 計 算 に用 い る デ
ータ は ， 通常 の POS シ ス テ ム を
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導入 して い る 小売店 な らば標準的 に保有 して い るデー タで あ り， 容易 に収集す る こ とがで きる．

実績 評価

PO ＄デ
ー

タ

・
数 量，売価

購
　 　 聾　 　 　

肖
i巨　 　 　 　 　

肖肖　　、、ゴ
　 　 塗

3
　　　醸臣臣

韆　　鬣

籍　　 蠡

爨 襲1
…靉

葺
仕入 デ

ー
タ

・数 量，原 価

SKU の 陳列 実績 （週

次〉
・在庫量 ・金額
・フ ェ

ー
ス 幅

全SKU の MT 実績 レ ビ ュ
ー

・週 間 お よび 過去 ゴ3週の 週間

平均販売実績
・MT 実績

・売上高，粗利益

・GMROI ，GMROS

靆
塁

窪
霎

げ　冨
爨購 E臼「

　 　 、1
…獵

講

YES

覊

商品 マ ス タ ー
・通 常売価
・
通 常原価
・製品サ イ ズ

・
販 売期間

全SKU の 販売実績隻

計 （週 次）
・数量，売価 原価

　 　　 YESコ
5　 　 　 　 　 　 　 漉

i攤 　 匪
・ 　　　　 げ

NO 　 　　 顛謹

騾 　　　叢 i
臣
　 融

匸广广

NO

孵
　 　 綾

特 売 マ ス タ ー
・
特 売売価
・特 売原価
・特売期間

匸匸　　　 　　　　 　　 癢　　　，、
鰯
　 鱒鬘　　　　　　　　　　　　　　

匸
灘 灘

E
’　　　　r　　　∈巳 【、「，匸

蒙
…

特 売計画
・売価，原価の 変更
・販 売数量 予測

鱒

　　麟 議

匸軋呂，　　販げ
　，」

靉 驪
麟
戯

麟、E

鼕 嬲 灘 覊 饗1
纛
覊

趣 鏤
il

，
げ1・　　　匸「　　　　　　，　　　　　　、，

懃肖

爨こ　　　　　　　　，

鑼i羹
碗　　E　　B　　　　，
需
　　鬻 　　・売 価，
　 譲

　 韆，　
°

E

羹
鼕

新製品計画
・売価，原 価
・
販売 数量予 測 髏

　 　 全SKU の 最適 基準

　　在庫量の算出

　 　　 需 要分 布

　 　　 　　 　 原価

　 　　 基 準在庫 量

弾

　 ・フ ェ
ー

ス 数

全 SKU の MT 計画

・計画期間の 週間平

均 販売計 画

・MT 計 画 値

・売上高，粗 利益

・GMROI ，GMROS

靆
謙 吊广’　　　｛　　　　　　　r　7　　　　　　　　尸刀　　　肖

諜

．巨逵

…

融

…

羹

・　じ・。　　　　
照

　　隠・　 窪騨「
通 常販 売 計画
・売価，原価 の 変更
・盤 倍 数量予 測

　　　肖F肖　　　需　霞

・ 耀
爨

鱒

肖胃肖　　　　F匹

鑿蠡＿　　 ・　 鬘讎
　 、爨

攤漬 灘
爨、黶、

爨，耄こ　　　广　げ

馨
蠱　　

F

辷　胃 广肖
　 一　 　 　 　 、　 卜一　 　 　 　 　黶 ．謹、ミ 匸辷

醤定

図 2 　実施サ イ クル

　実績 評価 は
， 期 中の 週次 レ ビ ュ

ー と，陳列再編成 時の レ ビ ュ
ーの 2 つ の タイ ミ ン グ で 行 う．

期中の レ ビ ュ
ー

で は ， 当初設定 した販売 目標 に対 して 進捗状況 を確認 し ， 価格変更や 特売 な ど

の プ ロ モ
ー

シ ョ ン を実施 しなが ら販 売動向 を コ ン トロ
ール す る ．陳列再編成時 に は ， 各 SKU2

の MT 実績 を評価 し，商品の カ ッ ト／入 替 え品 目を決定す る ．

3．2 計画立 案

　新 しい 陳列編成 に対 する 陳列計画 を作成す る には
， まず ， 需 要予 測 を行 う必要が ある ．需要

予 測 は，大 きく分類す る と，定番 品 ， 特売 品 ， 新 製品 に分 け て 行 うこ とが 普通 で ある ．定番品

の 需 要予測 は
，

比 較的 容易 で あ り， 過去の 販売実績 の 価格弾力性 ， 季節変動お よび トレ ン ドな

どの 要因 を考慮 して 統計 的手法 を用 い る こ とで 比 較的 精度 の 高 い 予測 を行 うこ とが 可 能で あ

る．一
方 ， 特売品 と新 製品の 需要は統計 的手法 を用 い て 予測す る こ とが著 し く困難で あ り， 通

常 は ， 人 間の 判断 に依存 して政策的に 決定す る こ とが 多い ．

　次 に ，計 画 期間 の 財 務 目標 を設定す る ．新 し い 陳列編成の 各 SKU に 対す る 需要分 布を推 定

で きれ ば，そ の 相対最適所要量 と財務指標の 期待 値 を計算する こ とが で きる わけで あ る．需要

2
　Stock　Keeping　Unit：在 庫 管理 の 対 象 とす る単品 を意味す る．
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分布 は逐 次変化する の で ， 財 務業績 を厳密 に計画 す る に は ， 計画 期 間内 の す べ て の 週 間需要 を

予測する 必要が あ る が，そ の よ うな行為はあ ま り現実的 とは言えな い の で
， 需 要予 測 モ デ ル の

説 明変数に あ る代 表値 を想 定 した うえで
， 期 中の 平均 的 な需 要分 布 と相対 最 適所 要量 を計算 し，

財 務指標 の 期待値 を計画 す る方法が 現実的 で あ る．

3．3 日常業 務 の 実行

　 日常 の 業務 サ イ クル にお い て は ， 週 次 の 需 要 予測 と SKU 所 要量計算 を行 い
， そ れ に基づ い

て 商品仕入 と陳列 を実施する ．SKU の 相対 最適所要量 は需要分布 に伴 っ て 変化す るの で ，売

場 で は
，

ハ ンデ ィ タ
ー

ミ ナ ル に SKU の 相対 最適所 要量 を週次 に ダウ ン ロ ー ドす る．発 注業務

は ， 陳列棚 の 商品バ ー
コ ー ドをス キ ャ ン す る こ とで SKU を識別 し ， 棚在庫 を数 え て ハ ン デ ィ

ター ミナ ル に イ ン プ ッ トす れ ば
， 発 注量 を 自動計算 され る の で

， 簡便 に行 うこ とが で きる ．

4．数値例

　 本節で は ， 簡単 な数値例 を設 け る こ とで ， 本 方 法論の 有効性 を具体的 に検討す る．実務 で は ，

1 つ の カ テ ゴ リ
ー

に含 まれ る SKU 数は 200 〜 300 に の ぼ る こ と もあ る が ， 運 用の 観点 か らは
，

計算量 が増 える だけ で
， 下記 の 事例 を拡張すれ ば容易 に実 施す る こ とが で きる．

4．1 商品 の 特 徴

　表 1．a は，5 つ の 異 な る商 品 に つ い て ， 商 品 サ イズ
， 販 売条件 ， 在庫費用 お よ び需要分布 を

示 して い る ．商 品 1 は
， サ イズ

， 価格 ， 需要が そ れ ぞ れ 中 くら い の 大 きさで あ る ．商品 2 は ，

サ イ ズお よび粗利益が と もに大 きく ， 需要 も多い ．商 品 3 は
， サ イズ が大 きく ， 需 要 は 最 も多

い が ，粗利益 は最 も小 さい ．商 品 4 は ，商 品 1 と類似 して い る が ， 商 品 1 よ りもや や 需 要が少

な い ．商品 5 は，サ イズ が小 さ く，粗利益が比較的大 きい が ， 需要は最 も少 な い ，

　こ れ ら の 商品の 陳列方法 は
， 実務的 に は 売場担当者 の 判断に よ っ て

， 様々 なや り方が 行わ れ

て い る と考 え られ る ． とこ ろ で
，

一
体 どの よ うに 陳列すれ ば ，小 売業者の 利益 を最大 に す る こ

とが で きる の で あろ うか ？

4 ．2 ボ リュ
ー ム 感の あ る陳列 編 成 の 収 益性

　表 1．b は
， 大手 ス ーパ ー に よ く見 られ る よ うな ，

ボ リ ュ
ーム 感 の ある 陳列 方法で ある ．販 売

数量 に 比例 し て フ ェ
ー

ス を割 り当て
，

か つ
， 在庫 も比較的多く保有 して い る．5 品 目の 陳列編

成 で 10 フ ェ
ー

ス 945   の ス ペ
ー

ス を使用 して い る ．陳列構 成の 期待値 を計算す る と
， 粗 利 益

は全 体で 2，181 円 ， GMROI （週 間）30％ ，
　 GMROS （週 間）2．31 ，

　 MT が 0．90 にな る．
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表 1　数値例

a ． 商品特性

商 品 商品サ イズ 販 売条件 在庫 需要 推定

幅　　奥行 高さ　 断積 収量 売価　　　 仕入 　　限 界利益 費用 平均 σ

商 品1 885813616320 　 　 　 2101100 、23 ，02 ．5
商品21DO6826715548 　　 　 3541940 ．36 ．04 ．0
商品31D26826015306 　　 　 270 360 ．314 ，05 ．5
商品 4 925822516280 　　 　 1711090 ．22 ．01 ．8
商 品5 555522816398 　　 　 2601380 ．30 ，8O ．7
合計 25，83 ．4

b． ボ リュ
ーム 感 を持 たせ た 陳列編成

商品 在庫量 フ ェ
ー

ス　ス ペ
ー

ス 採用　販売 数量　品切数量　売残数量 売 ヒ高 粗利益 在庫 金額
在庫 金利
　　　　　　　GMROI 　 GMROS
引後 利益

班 丁

商品 1

商品2

商品3

商品4
商品5

6　　 　 1　 　 　 88
10　 　 　 2　 　 　 200
25　 　 　 5　 　 　 51D
6　 　 　 1　 　 　 92
6　 　 　 1　 　 　 55

1　　　　　2．7　　　　　0．3　　　　　3，3
1　　　　　5．5　　　　　0．5　　　　　4．5
1　　　　13．8　　　　　0．2　　　　 11．2
1　　　　　1．9　　　　　0．1　　　　　4．1
−
　　　　　0．8　　　　　0．0　　　　　5．2

　8743

，0094
，225

　535

　318

　 3001

，065
　 497
　 208
　 110

　 6861

，5963
，022

　 6991

，352

　300 　 　 44％ 　　3．41
1，064 　 　 67％ 　 5、33
　494 　 　 16％ 　 　0．97
　208 　 　 30％ 　 　2．27
　 109 　 　 　 8％ 　 　2．00

1221
．890
．400
、820
．40

合計 10　 　　 945 24，7　　　 1．1　　 28 β 8962218173562174 　　 30 ％ 　　2310 ．83
採用 合計 890 23．9　　　　1．1　　　23．1　　8，644　　2，072　　6，003　　　2，065　　　35％　　2．33　0、90

c ． 在庫 を持た ない 陳列編成

商 品 在．庫量 フ エース 　ス ペ
ー

ス 採用　販売数量　品切数量　禿残数量 売上 高 粗利益 在庫 金額
在庫金 利
　　　　　　　GMROI 　 GMROS
引後利益

忽 71

商 品 1
商 品 2

商 品3
商 品 4

商品5

5　 　 　 1　 　 　 88
10　 　 　 3　 　 　 300
15　　 　 3　 　　306
4　　 　 1　 　 　 92
2　 　 　 1　 　 　 55

1　　　　 2．6　　　　　0．4　　　　　2、4
1　　　　 5．5　　　　　0．5　　　　　4．5
1　　　　12．3　　　　　1．7　　　　　2，7
1　　　　　1．8　　　　　0．2　　　　　2．2
1　　　　　0．8　　　　　D．0　　　　　12

　8373
ρ093

，760
　501
　299

　2881
，065

　442
　195
　104

　5011
，596

　733
　378
　325

287　　 57％　 327
1，064 　 　67％　 3．55
442　　 60％　 1．45

　195 　 　 52％　 2．12
　103　　 32％　 1，88

1．371
．540
．931
．050
．77

合計 9　　　 841 22．9　　　 2．9　　 13．18 ，
4052 ，0943 ，5332 ，091 　 　 59％ 　 2，491 ．21

d ． 相対 最適方式 に よる 陳列編成

商 品 在庫量 フ ェ
ー

ス 　ス ペ ー
ス 採 用 　販売数量 　品切数量　売残数量 売上 高 粗 利 益 在 庫金 額

上 ．利

引後利益　
GMROI

　
GMROSMT

商品1
商品2
商品3
商品4
商品5

6　　　 1　 　　 88
13　　 　 3　 　　300
15　　 　 3　 　　306
4　　　 1　 　　 92
2　　 　 1　 　　 55

1　　　　　2．7　　　　　0．3　　　　　3．3
1　　　　　5．8　　　　　0．2　　　　　7．2
1　　　　12．3　　　　　1．7　　　　　2．7
1　　　　　1．8　　　　　0．2　　　　　2．2
1　　　　　0．8　　　　　0．0　　　　　1．2

　 8743

，1523
，760

　501
　299

　　001

，116
　442

　195

　104

　　820566

　 733
　 378

　325

　　　0　 　 44％ 　 3．41
1，113 　 　43％ 　 3、72
　442 　　 60％　 　1．45
　195 　　 52％　 　2，12
　103 　　 32％　 　1．88

1221
．270
．931
．050
．77

合 計 9　 　 　 841 233 　 　 　 25 　 　 1678585215746862153 　　 46％　 　2，571 ．09

4．3 在庫 を持 た ない 陳列 編成 の 収 益性

　表 1．c は， コ ン ビ ニ エ ン ス ・ス ト ア な どで 見 られ る よ うな ， 在庫を極 力持た な い よ うに した

陳列方法で ある ． 5 品 目の 陳列編成 で 9 フ ェ
ース 841   の ス ペ ース を使 用 して い る ，陳列構成

の 期待値 を計算 す る と，粗利益 は全体 で 2
，
094 円，GMROI （週 間）59％ ，　 GMROS （週 間）

2．49
，
MT が 121 に なる．

4．4 相対最適方式によ る陳列 編成の 収益性

　表 1．d は ， 相対 最 適方式で SKU の 所要量 を求め た 陳列編成で ある ．5 品目の 陳列編成で 9 フ

ェ
ース 841   の ス ペ ース を使 用 して い る ．陳 列構成 の 期 待値 を計算す る と

， 粗利益 は 全体 で

2
，
157 円 ，

GMROI （週 間）46％
，
　 GMROS （週 間）2．57，　 MT が 1．09 になる ．
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4 ．5 陳列 方式 に よ る収 益性 の 比較

　陳列編成の 収益性を比較す る に は
，

ス ペ ース の 使用条件を同
一

に する 必 要が ある ．た と えば
，

ボ リ ュ
ーム 感 の ある 陳列編成 は

， 表 1 に示 した よ うに ， 945   を使 用 して 2
，
181 円の 粗利益 を

得て お り ， 同様 に ， 在庫 を持 たな い 陳列編 成 は ， 841   を使用 して 2，094 円 の 粗 利益 を得 て い

る ． と こ ろ で ， 後者は ス ペ ース の 使用量 が ， 前者 よ りも 104   ほ ど少 な い わ けで あ り， 本 来な

らば ，その ス ペ ース に他品 をお い て利益 を得 る こ とが 可 能で あ る ．そ こ で
， 陳列ス ペ ース の 上

限を 900　mm と し，ボ リ ュ
ーム 感の あ る陳列編成 に つ い て は ， 陳列ス ペ ース に収 ま る よ うに ，最

も需要の 小 さな商品 5 を カ ッ トした と きの 収益 を求めて ，他 と比 較する こ とに しよ う．

　 表 2 は， こ の よ うな条件の 下 で ，相対最適方式 に よる 陳列編成 の 増益 効果 を経常利益 レ ベ ル

で 試算 した もの で あ る ．本方法論 を運 用す る こ とに よ っ て ， 営 業費用が 増加す る こ とは ほ とん

どな い 考 えられ る の で ，粗利益 の 増加 は そ の ま ま経常利益 の 増加 と な る ． したが っ て
， 増益効

果 は，経常利益 に対 す る増 加額 に よ っ て 評 価 す る こ とが で きる ．小売業者 の 売上 高経常利益率

を 5％ と仮 定す る と，相 対 最 適 方式 に よる 陳列編成 は ， ボ リ ュ
ーム 感 の あ る陳 列編 成 に対 して

20％ の増益効果 を もた ら し ， 在庫 を持 たな い 陳列編 成 に対 して は 15％ の 増益 効果 を もた らす こ

とが わか る ．

表 2　陳列 編 成の収益 性 の比較

陳列編成 ス ペ ー
ス 売上高 粗利益 　 在庫金額

在庫金利
　 　 　 　 　 GMROI 　 GMROS
引後利益

MT

ボ リ ュ
ーム 感の あ る 陳列

在庫を持た な い 陳列
相対最適方式の 陳列

8908418418
，
6448

，
4058

，
585

2
，
071 　　 6

，
003

2
，
094 　　3，533

2
，
157　　 4

，
688

2
，
065　　　　35％　　　　2．3

2，091　　　　59％　　　　2．5
2

，
153　　　　46％　　　　2．6

0，91
，21
，1

ボ リ ュ
ー

ム 感 の

　 あ る 陳列

在庫 を 持 た な い

　 　 陳列

売 上 高
経常利益＊

8，644
　 432

8
，
405420

相対最適方式 に よ る 陳列効果

　 ＃1常＄lj益±曽力匹額

　 　 同上 増加率

　 在庫削減額
　 　 同 上削減率

　 8720
％

1，31522
％

　 　 62
　 15％
− 1

，
155

− 33 ％

　相対最適方式 は
，

ボ リュ
ー

ム感 を持 た せ る方式 よ りも在庫資金 の使用量 が 顕著 に減少 して い

る に も関 わ らず ，
10 品 目す べ て を陳列す る こ とが で き， 陳列構成 にバ ラ エ テ ィ を もたせ る こ と

が で きる ．
一

方 ， 在庫 を持 た な い 方式 に 比 べ る と ， 在庫資金の 使用 量は 多 くな っ て い るが
， そ

もそ も在庫 を持た ない 方式は，在庫 を持た な い ため に か え っ て 機会損失 が多 く発生 して い る こ

とが懸念 され るわ けで あ る．

＊

売上高経営率を 5％ と仮定
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4．結　論

　本稿で 開発 した方法論は以下 の よ うな特徴 を有する ．

　まず，相対最適所要量 に基づ く陳列編 成は
，

小 売店の 制 約資源で あ るス ペ ース の使用効率が

最大 に な る よ うに ，各 SKU の 在庫資金 使用量 を調整 す る こ とで ．小 売店の 利益 を最大化す る ．

その 結果 ， 各 SKU の 過不足 の な い 陳列が 可能 に な り，商品の 品揃 えを豊 富 に しつ つ 陳列効率

を高め る こ とが 可能 に なる と考 え られ る ．

　相対最適所要量 を求め る に は，正 確 な需要分布 を推定す る こ とが 必要に な るが ， 陳列編成 の

多数 を占め る定番商品の 需要分布 は
， 実務 的 に も， 比較 的正確 に推定する こ とが可 能で ある こ

とが 多い ．確か に ， 特売品や新 製品の 需 要予 測の 精度が 課題 が 残 る が
，

そ もそ も，こ れ ら商 品

の 販売は
， 赤字覚悟 で 販売す るな ど政 策的 に行 われ る こ と も多 く， 経済性 に 主 眼 をお い た定番

商品の 陳列在庫管理 とは別 に ， 政策 的要素 を考慮 しなけれ ば な らな い ．商 品陳列の ほ とん どは

定番商品な の で あ り，特売 品や 新製品の 需要予測が 困難 で ある か ら とい っ て
， 本稿 の 提示す る

方法論 の 有効性が損 な われ る こ とはな い の で あ る．

　次 に
， 商 品の 優先順位付 けの 指標 と して MT を用 い る こ とで ， カテ ゴ リー

の 陳列在庫管理 に

関す る マ ネジ メ ン ト ・サ イ ク ル を確立 す る こ とが で きる ．MT は
， 希少資源の 使用 量 に対 す る

粗利益 の 効率 を示 す指標 なの で
， 儲 け筋商品や死 に 筋商品の 識別 を高 い 精度で 簡便に 行 うこ と

が可 能 にな る ．した が っ て
， 陳列編成時 に は

，
SKU の 需要分布 に基 づ きMT の 期待値 を計算 し，

陳列 すべ きSKU の 優 先順 位付 け と陳列編成の 業績 を計画す る こ とが で きる ．業績評価 に 関 し

て は
， ある 販売期 間 に対 す る各 SKU の MT の 実績値 を求め る こ とで ，計画値 と実績値 との 比

較が 可能 に なる．

　以 上 を総 合す る と ， 本稿で 開発 した方法論は ， 店舗運 営の マ ネジ メ ン ト ・サ イ ク ル に おい て
，

売場担当者か ら陳列在庫管理 に 関す る判断業務を解放 し ， 商品需要 の 仮説検証 に専念 させ る こ

とで
， 管理水準の 向上 に資す る こ とが で きる と考えられ る ．SKU の 需要分布 を正 確 に推定で き

れ ば，陳列在庫 管理 に 関 して は， こ れ まで の よ うに 経験 に 頼 らな くて も効率的 な陳列編成 を実

現 で きるわ けで あ る．売場担 当者の 意思 決定 を適 切 に 支援す る ッ
ール と して

，
カ テ ゴ リーの 収

益性向上 と新陳代謝 （カテ ゴ リーの 活性化）を高め る陳列在庫管理 を実現する こ とが で きる．

参考文献

［1】Category　Management 　Subcommittee，　Category　Management 　Process　lmprovement 　Group ，　ECR

　　 Operating　Committee 　and 　The　Partnering　Group
，
　Inc．

，
　E櫛 cient 　Assortntent−一一The　Process 　and 　The

　 　 B θπ e餌 s −一一
，
Joint　lndustry 　Pr 〔噸ect 　on 　E伍 cient 　Consumer

，
　Response，1996．

【2］増井忠幸，「在庫保有制限 の あ る多品目在庫管理 モ デ ル の 基礎」研究，日本経営工学会誌 ，
Vol39

，
　No．1

，

　 　 1988 年．

［3］水野幸男 『在庫管理 入 門亅 日科技連，1974年．

［4］RC ．　Blattberg，　R．L，　Polk　Bros．，　EJ ，　Fox ，　Center　fbr　Retail　Management 　Northwest　University，

　　 Category　Management −一一Getting　Started−一一
，
　The 　Research　Department 　Food 　Marketing 　Institute，

　 　 1995 ，

【5】 RC ．　Blattberg
，
　R．L．　Polk　Bros．

，
E ．J．　Fox

，
　Center　fbr　Retail　Management 　Northwe8t　University，

　 　 C α tegory 　Manczgemen か一．A 　Blueprint　fi）r 　lmplementat め n …，　The　Research　Department 　Food

　 　 Marketing 　Institute
，
1995 ．

16

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japanese Association of Management Accounting

NII-Electronic Library Service

The  JapaneseAssociation  of  Management  Accountingbf

 tiv  
-

 ･ v$  y' pt y  F opgles,maifpa

[6] R.C. Blattberg,  R.L. Polk  Bros., E.J. Fox,  Center for Retail Management  Northwest  University,

    Catagor:y Mtinagernent---71he  CatagoT y Ptan---, The  Research Department  Food  Marketing

    Institute, 1995.

[7] R.C. Blattberg, R,L. Polk Bros., E,J. Fox, Center for Retail Management  Northwest University,

    Catagor y Mtzncrgernent---information Tools---, T[he Relsearch Department  Food  Marketing Institute,

    1995.

[8] R.C. Blattberg, R.L. Polk Bros., E,J. Fox, Center for Retail Management  Northwest University,

    Catagory Mdnagernent---71he Role ofSmpplier Organizations---, The  Research Department  Food

    Marketing  Institute, 1996.

[9] 
=F-tsgede,

 FORXF7J, t･-AN:,  1959fli.

17



The Japanese Association of Management Accounting

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　of 　Management 　Aooounting

付属資料 1

　　　　　　　　 管理 会計 学 第 9巻 第 1号

相対最適所要量 を求 め る数値計算フ ロ
ーチ ャ

ー ト

　　　　　　　発注 サ イ ク ル 期 間 ：CT
最大 ：CTmax

，最小 ：CTmin
，調達 リードタイ ム ：LT

CT ；CTmax ＋ 1

CT 罵 CT − 1

期間CT ＋ 1』rに 対応 した需要 （対数正規分布） の 計算

個別最適 所 要量の 計算

他品 フ ェ
ース数 ：Fa＝0

Fa ＝Fa 十 1

当 該 品 フ ェ
ー

ス 数 ：F ＝0

F ＝F 十 1

逐次二 分法 に よ る 相対最適所要量S切 計算

NO

NO

　 S ＊
÷ 収量 く ＝F

　 　 　 　 　 YES

ta＊
÷ 他品 収量 く ＝Fa

　 　 　 　 　 YES

相対最適所要量 の 例 外 処理

Fの 下 で 利益 を最大化 す る所 要 量 の 計算 s
＊＊

販売数，売残数，売上，粗利益，S 男胚 7 の 期待値計算

政策的 フ ェ
ース 数Fplcyの 設定 ：Fp王cy ＝face（ST ，MT ）

NO
CT ＜ ＝CT血 inま た はFく ＝Fplcy

　 　 　 　 　 　 　 YES

CT ，S＊

，S‡＊

，Fの 出力
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付属資料 2

小売業者の 相対最適所要量 の 数値計算 プロ グ ラ ム （Microsoft・Visua1・Basic に て作成 ）

Function　Rtrqmt （製 品幅，奥行収量，仕入単価，限界利益，売残損失単価，平均，標準偏差，製品幅 a，奥行収量 a，仕入単価 a，
限界利益 a，売 残損失単価 a，平 均 a ，標 準偏 差 a，固 定フ ェ

ース ）

　 Dim 　ans 〔O　To　9）As　Double

　 Dim　wdthnor 　As 　Double，　dnor　As 　Double，　wdthend 　As　Double，　dend　As　Double

　 Dim 　ct　As　Double，　ctmax 　As　Deub 且e，　Ctmin　As 　Double，　LT 　As 　Double

　 Dim 　u 　As 　Deuble ，　w 　As 　Double ，　c　As 　Double
，
　eca 　As　Double

，
　ua 　As　Double

，
　wa 　As　Double

　 Dim 　dpth　As　Deuble ，　dptha　As　Double，　wdtht 　As　Double，　dpthend 　As　Double

　 Dim 　m 　As 　Deuble，　std 　As　Double，　ma 　As 　Deuble ，　stda 　As 　Double
，
　”　As　Double，　a 　As　Double，μa　As 　Double

，
σ a 　As　Double

　 Dim 　ss　As　Deuble，　sans 　As　Double
，
　ssans 　As　Double

　 Dim 　tl　As　Double，　t2　As　Double，　t3　As　Double，　r 　As　Double，　ra 　As　Double，　rra 　As　Double，　yl 　As　Double，　y3 　As　Double

　 Dim 　slot 　As　Double，　f　As　Double，　df　As 　Double，雌 x 　As　Deuble，　finax　As　Double，　fplcy　As　Double，　fdsp　As　Double，　fend　As
　 Double
　 Dim 　salvol 　As 　Double ，　sal 　As　Double，　mar 　As　Double，　invvol　AE］　Double，　inv　As　Double

　 Dim 　rsrc 　As 　Double，　mt 　As　Double，　st　As 　Double

　 Dim 　smode 　As　Boolean
，
　reorg 　As　BQolean

With　Worksheets（
“
カ テ ゴ リ特性

”
）

　 sku ＝．Cells（9，2）．Value
　 wdthnor ＝．Cells（12，2）．Value

　dnor ＝．Cells（13，
2）．V 副ue

　 wdthend ＝．CeUs（14，2）．Value
　 dend ＝．Cells（15，2）．Value
　 smode ＝．Cells（18，2）．Value
　 ctmax 　＝＝．Cells（1902）．Value
　 ctmin ＝．Cells（20 ，2）．Value
　 LT ≡．Cells（21，2）．Value
　 s血 n 　＝　．Cells（22，2）．Value
　 fmax ；．Cells（23，2），Value
　 reorg ＝−．Cells〔25，2）、Value
End 　With

u ＝限界 利益

w ＝売残損失単価

c ＝仕 入単価

cca ＝仕入 単価 1仕入 単価 a

ua 二限 界利益 a

wa 　＝＝売残 損失 単価 a

wdth ＝製 品 幅

wdtha ＝製 品幅 a

dpth ＝奥行 収量

dptha ＝奥行収量 a

ff7iX＝固定 フ ェ
ー

ス

wdtht ＝wdthnor ＋ wdthend

dpthend ＝Int（dpth“dend ！dnor）

If平 均 く 0．1　Then

　平均 ＝　O．1
End 　IfIf

標 準 偏差 く 0．1Then
　標準偏差 ＝0ユ

End 　lf

ct ＝ctmax 十 1
Do

　 ct ・＝ct −1
　 m ＝平均

＊

（ct ＋ LT ）！7

　 std ＝標 準偏 差 ＊Sqr （（c七＋ LT ）ノ7）

　 ma ＝平均 a ＊ （ct ＋ LT）ノ7

　 stda 　・＝標準偏 差 a
＊ Sqr（（ct ＋ LT ）ノ7）

　μ
＝Log （m 　

A
　21 （（std

＾ 2 ＋ m ＾ 2）AO ．5））
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σ ＝Log（（std 　
A
　2 ＋ mA2 ）Xrn 2^） 0^．5

μa ＝Leg（ma 　
A
　2 ／（（stda

＾ 2 ＋ ma 　
A
　2）AO ．5））

σa ＝Lo9〈（stda 　
A
　2 十 ma 　

A
　2）1ma　

A
　2｝AO ．5

Ifu ／c ＞ 0，01Then
　 ss ＝Exp （μ ＋ σ

＊ Appliea七ion．Normlnv （u ！（u ＋ w ）70 ，1））
Else

　
‘

特売処 理

　 ss ＝Exp （μ ＋ σ
＊ Application ．Normlnv （0．95 ，　O，1））

　 sans ≡SS

　f＝Application．RoundUp （sans 　f　dpth，　O）
　 Iff ＞ fmax 　Then

　　　f；finax＋ Application．RoundUp（（sans −fiLax　＊
　dpth）！dpthend，0）

　 End 　If
　 r ＝f ＊ wdth

　 GoTo 　Linel
End 　If

Ifua ＜ ＝OThen
　梱 別最適

　 sans ＝SS

　f’Application．RoundUp（sans ／dpth， 0）
　 Iff＞ fmax　Then

　　　f＝fmax ＋ Application．RoundUp （（sans −fUiax＊ dpth）ldpthend，0）
　 End　If
　 r ＝f ＊

wdth

　 GoTo 　Linel
End 　If

df＝1f
≡0

血 ＝ODo

　 f ＝f＋ df
　 r ＝f＊

wd 廿1

　 t1 ＝0，00000001
　 t2 ＝ 2 ＊

ss
− 0．000000011

　 Do

　　　fa＝fa ＋ df

　　　Do 　Whi 且e 　Abs （t2・tl＞＞ 0．001
　　　　 t3 ＝（t1 ＋ t2）ノ2

　　　　 ra ＝Applicatien．Max （（sku −1）＊　wdtha 　＊　fa，　wdtht −r）
　　　　 slot ＝Application．Min 〔lnt（ra ノ（wdtha

＊ fa）），　sku −1）

　　　　 Ifslet＞ OThen
　　　　　　rra ＝r ／ra

　　　　 Else
　　　　　　t3 ＝O
　　　　　　EXit　Do
　　　　 EIId　If

　　　Ift3 ＜
＝

ss 　Then

　　　　yl ＝y（ss ，
　t1

，
　rra

，
　cca

，
　slot，　u，　w ，　”，｛o，　ua ，　wa ，　iLa，　oa ）

　　　　y3 ≡y（ss ，　t3，　rra ，　cca ，　slot ，　u ，　w ， μ， σ ，　ua ，　wa ，μa ， σa ）

　　　　 Ify1 ＊

y3 ＞ OThen
　　　　　　tl ＝t3
　　　　 Else
　　　　　　七2 ＝t3

　　　　 End 　If

　　　Else
　　　　 t3 ＝O
　　　　 EXit　Do
　　　End 　If

　LoopLoop
　Until　t3　／　dptha く ＝fa

fa＝Osans
；SS 一む3
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  dej riJ-'v*  V' pt tzFoqRms･maw-

   Loep  Unti1 sans  X dpth <=  f

   Ifsans / dpth <=  f- df And  reorg  =  True  [Mien
    f=f-df

    sanB  =  dpth 
'f

    r=f*wdth

   End  If
Linel:

   Ifsmode  i= False Then
    sans  ==  Application.Min(f 

*
 dpth, Application,RoundUp(ss, O))

   End  If

   ssans  
=

 Applieatien,Max(Application.RoundUp(sans, O), smin>

   salvel 
=
 Sales(ssans, m,  std,  O) '  7 / <ct +  LT)

   sal  =  salvol  *  Cc +  u)

   mar  =  salvel  *  u

   invsrel =
 Unsold{ssans,  m,  std,  O)

   inv ==  invvel *c

   Ifreorg =  True  [Vhen
    Iff >  finax Then

      rasp =  firiax

      fend = Application.RoundUp{<ssans - imax  
*
 dpth) / dpthend, O)

    Else

      rasp =  f
      fend =  O
    End  lf

    rsre  
=

 Sqrt(fosp +  fend) *  wdth  
'
 inv}

    mt  =  mar  t rsrc
    st  =  sal  f rsre

    fplcy ;  face(mt, st)

    fplcy 
-

 finax
   Else
    If f >  ffix Then
      rdsp ==  ffix

      fend  =  Application.RoundUp((ssans - ffix ' dpth) 1 dpthend, O}
    Else

      rasp =  ffix
      fend =  O

    End  If

    rsrc  ==  Sqrt(rasp +  fend) '  wdth  
"
 inv)

    mt  ==  mar  f rsrc
    st  =  sal  t rsrc

    fp1cy =  ffix
   End  If

 Leop  Until (ct <=;  ctmin)  Or (fplcy >==  D

 ans(O)  ==  ct

 ans(1)  =  ssans

 ans(2)  =  rasp  +  fend

 If fend >  O Then

   ans(3)  
=

 rasp * dpth

   ans{4)  
=

 rasp
   ans(5)  =  ssans-ans(3)

   ans(6)  =  fend
 Else

   ans(3)  ; ssans

   ans(4)  
=

 rasp
   ans(5)  - O

   ans(6)  =  O
 End  If
 ans(7)  =  salvel

 ans(8)  =  Shortage(ssans, m,  std,  O) ' 7 l (et +  LT)

 ans(9)  =  invvol

 Rtrqmt  
=

 ans

End  Functien
`
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Fu皿 面 on 　y〔ss，　t，　rra ，　cca ，
　slot ，　u ，　w ，勲，（ろ ua ，　wa ， μ a ， σ a ）

α 耳（Lo9（SS −t）一μ）／σ

β
＝（1・09 （t ＊ cca ！slot ）一μa ）〆σa

p α
＝Application．NormDist（α，0，1，True ）

pβ　” 　Application ．N 。rmDiSt （β，0，
1，　True）

di＝−u ＊

（1 −Pα）＋ w
＊

P α

dia ＝ rra ＊
cca

＊

（ua ＊
〔1 −Pβ）−wa ＊

Pβ＞

y ＝di ＋ dia

End 　FunCtion
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A  Profitability Control  System  for the

           Category  Management
-  Development  of  an  Optimal  Assortment  and

          Multi-Item  Inventory  System  -

Hiroyuki Mita*

Abstract

  The  profitability of  Japanege retailers  is continuously  declining. Regardless of

whether  consumer  needs  have been diversified, most  retailers  still can  not  change

their management  control  systems  which  were  developed  in the era  of  economic

growth. It has been more  than  a  decade since  the necessity  of  structural  change

was  evoked.

  This paper  describes a. profitability control  system  which  determines optimal

assortment  and  multi-item  inventory. An  efficient algorithm  is developed in order

to maximize  the  category's  profit by optimizing  the use  of  inventory capital  and

space  allocation.  Because the  optimum  space  allocation  to SKU  changes  by the

space  allocation  policy  to the  category,  two  perforrnance  indicators, Marginal-

Throughput and  Sales-Throughput, are  introduced in order  to determine the prior-
ity of  SKU  selection.

 The  numerical  results  show  that the profitability of  the category  was  significant-

ly increased by  using  this algorithn  along  with  the  perfbrmance  indicators in the

category  management  cycle.  Because  inventory efficiency  and  space  efficiency  are

equally  improved,  profitability can  be obtained  while  retaining  the  number  of

SKUs,  which  give the shelf  a  more  attractive  look.

                           Key  Words

Category Management,  profitability control,  assortment,  multi-item,  inventory.,

shelg  space
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