
����
環境に対する意識の高まりから, ���削減を目的とした���活動が盛んになっている｡ 資源の
有効活用は世界の命題である｡ 日本はほとんどの鉱物資源を世界に依存している｡ 石油により多く

の生活必需品がつくられているが, そのほとんどを海外に依存している｡ このことは, 国や企業の

経済活動に不安定要素となっている｡ ���を大量に排出し, 燃料だけでなく多くの部品に関して石
油を使用する自動車では, ���排出削減や, ガソリン価格の大きな変動により, 自動車の購買傾向
に大きな変化が起こる｡ このことは���を排出せず, エネルギーとして石油に代替する電気自動車
(��) の今後の発展を意味するのではないか｡ 実際, 多くの地方自治体では, 購入者に対して補助
金を出すなどして電気自動車の購入を促進している｡ 本研究では, ���削減ならびに石油に依存し
ない電気自動車 (��) 普及に関する考察を行う｡ 最近では, いろいろな自治体で��普及に関して
活動が行われているが, 世界自然遺産の島, 屋久島を例に挙げ, 電気自動車の普及の可能性につい

て考察する｡�������������
自動車業界では大きなパラダイムシフトが起こっている｡ ���排出削減や原油価格の上昇, 中国
やインドなどの新興国による低価格自動車の生産などの不確定要素が取り巻く｡ 日本の自動車産業

が今後生き残るためには, 環境問題に対応するなどの付加価値を高めた自動車作りが求められる｡

その一つが���を排出しない, 燃料として石油に依存しない電気自動車である｡ しかし電気自動
車はこれまでの内燃エンジンとしてのガソリン車とは構造が大きく異なり, インフラとしての社会

システムの変更も求められる｡ 多くの地方自治体が���を排出しない電気自動車の普及を希望し
ているが, 充分なインフラ整備がされていないために, 一般消費者への浸透が低いように思う｡ そ

こで, 鹿児島県の屋久島を挙げる｡ ここでの普及モデルを構築すれば, 他の地域にも転用可能では

ないだろうか｡ 屋久島の特異な環境要素もその普及の可能性を高めるだろう｡

―���―

����������������
電気自動車がもたらす新ライフスタイル

市 川 英 孝・白 城 伸 彦



����������
電気自動車の開発に関しては, 三菱自動車工業や日産株式会社などが進めている｡ またトヨタ自

動車や富士重工業などは, ハイブリッド車と電気自動車を組み合わせたプラグインハイブリッド

(���) の開発を進めている｡ 以下の表に, 各自動車の販売価格と普通充電時間を示す｡
������������������
電気自動車の普及を進めている自治体

としては, 神奈川県, 五島列島のある長

崎県, 愛知県, 東京都, 京都府などがあ

る｡ 鹿児島県もその一つで, 屋久島をゼ

ロエミッションならびに���フリーの
島にすべく電気自動車の普及に力を入れ

ている｡

表１で示した ��や ���はガソリン
自動車に比べると非常に高額である｡ ち

なみに������は軽自動車だが, 同じ三
菱の軽自動車と比較すると３倍以上の金額となる｡ ��が環境に大きな貢献を果たすとしても, 個
人が自動車を購入する際に, ガソリン車ではなく��や���を選択するだろうか？ガソリンが破
格の値段になるか, 自動車メーカーの技術革新により, ガソリン車同等の販売価格になるまで待つ

のだろうか？規模の経済が働くまで待てなくなれば, 自動車メーカーは��や���の開発を中止
するかもしれない｡ そのような事態を避けるためにも, 国や地方自治体として普及を促進させる手

段として, 補助金というインセンティブを提供している｡ 表２に��や���に対する補助金額を
示しているが, それでも消費者は同等のガソリン車よりも倍以上の値段となっている｡

そのほかの購入に対するインセンティブとしては, 自動車税の減額や, 自動車取得税と自動車重

量税の免税などがある｡ また高速の料金が減額されたり, 駐車場代が割引されるサービスが自治体

によって提供されている｡
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自動車メーカー 車種名 販売価格(円) 普通充電(����)
三菱自動車 ������ ��������� 約�時間
日産自動車 リーフ ����������� 約�時間
富士重工業 プラグインステラ ��������� 約�時間
トヨタ自動車 プラグイン��プリウス ��������� 約���分�１ タイプ�の場合

�����������



��������
屋久島は周囲�����,面積������
の日本で５番目に大きな島である｡

林芙美子は著書 『浮雲』 において,

｢屋久島は一月に��日の雨が降る｣
と記したように, 非常に雨が多い

地域である｡ これらの雨は山岳条

件により発生している｡ 自然環境

に恵まれた島である｡ この豊富な

推量を利用した水力発電が屋久島

における発電の多くを占める(表

３)｡ そして表４は屋久島におけ

る電力消費量をまとめる｡ 表３と

４を比較すると, 普通乗用車が電気自動車に代替されたとしても, 充分まかなうことが可能である｡

以上のように, ただ単に離島で充電設備などのインフラ整備を考慮するだけでなく, そのエネル

ギー源の電力量に余裕がある屋久島においては, 電気自動車を普及させる環境が整っている｡

屋久島での電気自動車普及の可能性
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�� ����������������������������������
(単位：千円)������

(三菱自動車)
リーフ

(日産自動車)
プラグインステラ
(富士重工業)

プラグイン��プリウス
(トヨタ自動車)

国 ����� ������� ����� �����
鹿児島県 ����� ������� �����
長崎県 ��� ��� ���
神奈川県 ��� ���

�������� �����������������������������
発電所名 所在地 種別 許可出力�� 発電機

年間発電量��� 設置者容量��� 電圧�� 個数

宮之浦火力 宮之浦 内燃力 ������ ���� ��� � ������ 屋久島電工���� ��� ������ ��� �
嶽野川 永田 水力 ��� ��� ��� � ��� 九州電力
安房川第一 安房 水力 ������ ����� ��� � ������� 屋久島電工安房川第二 安房 水力 ������ ����� �� �
千尋滝 安房 水力 ����� × ��� �
口永良部島 口永良部島 内燃力 ��� ��� ��� � ��� 九州電力

｢×｣ 表示は, 誘導発電機のため���は無し



�����������������
屋久島は豊富な水量から発生する水力発電等により, 島内のほとんどの電力をまかなうことが可

能である｡ さらにガソリンの供給に関しては, 離島という地理的デメリットにより, 本島のガソリ

ン価格よりも約２割高い｡ われわれが試算した金額によると, ガソリン車の軽自動車の燃費が１��あたり５～７円であるのに対し, 電気自動車の燃費は１��あたり����～����円前後となる１)｡ ガ

ソリンを電気で代替することが可能になれば, 島民の経済的負担も減少でき, さらに���フリーな
らびにゼロエミッションの実現に大きく前進すると考える｡

多くの屋久島島民は, 遠くても往復��分以内で用件を済ますことができる｡ 距離も��キロ以内圏
内が活動範囲となる｡ そのため, ガソリン車と比較し電気自動車は一回のフル充電での走行距離が

短いが, それでも屋久島においては充分と考える｡ そして都市と比較して高額なガソリン代との対

比で電気代を考えても, 非常に経済的な乗り物であると理解する｡

平成��年�月に鹿児島県が屋久島島民に対し, 電気自動車購入者へ補助金を出したが, 当初予定
していた数には達しなかった模様である (��台の予定に対して��台の申請実績｡ �月より第二次と
して��台分の申請を受付)｡ 現実は, 実際のガソリン軽自動車の３倍以上する価格で, 国と鹿児島
県の補助金を合わせても, ２倍の価格では, 理想がいくら崇高であっても, 現実には購入は難しい

のではないだろうか？さらなる技術革新で, 電気自動車の生産コスト低減を達成する必要がある｡������������
平成��年�月��日に屋久島において, 電気自動車をレンタルし試乗した｡ 非常に静粛性が高く,
エンジンをかけてもかかっているか分からないほど静かであった｡ レンタルしたのは三菱自動車工

業の������であるが, フル充電で約�����走行可能ということであった｡ この距離は, 屋久島を
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�� ������������
(単位：口, ���)

年度 平成��年度 平成��年度 平成��年度
区分 契約口数 使用量 契約口数 使用量 契約口数 使用量

電灯 ����� ������ ����� ������ ����� ������
業務用電力 ��� ����� ��� ����� ��� �����
低圧電力 ��� ����� ��� ����� ��� �����
高圧電力甲 �� ������ �� ������ �� ������
総数 ����� ������ ����� ������ ����� �������種子屋久農業協同組合, 安房電気利用組合, 九州電力, 電気船舶課資料より筆者作成�

１) 三菱自動車の��より, １回の充電は�����, 冷暖房使用時の走行距離が約�����｡ １���あたりの電気代を�����円で計算する｡ 深夜電力 (１���あたりの電気代を����円) だと１���あたりの電気代は����～����円と
なる｡



ただ一周するのであれば充足できる｡ し

かし, 山間部の観光地を回ってしまうと,

回生ブレーキ２)を使用しても, 一周する

間に一回は充電する必要が発生する｡ そ

して充電できる場所は, 宮之浦と安房の

２箇所しかない｡ そのため走行時には十

分計画をして, 事前にどちらかの充電場

所を回るよう段取りを組まないといけな

い｡ しかし, 観光で訪れた屋久島をよく

知らない人たちがそこまで対応できるだ

ろうか｡ また充電には約��分かかる｡ 電
気自動車を利用するには以上の対応をし

なければならないが, 乗り心地はガソリ

ン車と変わらない｡ 登りの馬力や, 加速

に関しても問題ないと思われる｡ レンタ

カーの電気自動車への移行を積極的に行

うべきである｡����������������
電気自動車を普及させようと試みる自治体は多く存在する｡ しかし, 値段や使用環境への不安な

どからまだガソリン自動車から電気自動車への代替が進んでいる地域は存在しない｡

本研究が対象を屋久島とするメリットは,

・島のため研究対象が明確となる｡

・世界自然遺産であり, 非常に高い���への意識
・島民たちの自然を守ろうとする高い意欲

・都市部に比べ, 高いガソリン価格

・豊富な水力発電量

・ほとんどの用件を済ますための時間が短い

屋久島での電気自動車普及の可能性

―���―２) 本来はブレーキ動作によって運動エネルギーが熱エネルギーに変換され, 大気中にて消失してしまうところ
を, 電気エネルギーに変換し, 再び動力源として回収し, 蓄積する仕組み｡

������
����



ことを挙げることができる｡ 屋久島においては, 島民のみならず観光客を含めた, 豊かな自然を維

持するという思いが重要である｡ その点, 電気自動車を普及させることは, その思いと合致する｡

他の都市では, 電気自動車が普及することの効果が明確にすることが困難である｡ その点において

も, 屋久島で実験を行うことは, 他の都市での��普及プロセスを考慮する点において, 活用可能
と理解する｡������������������
豊富な水量を活かした水力発電により, 潤沢な電力がまかなえ, ���フリーならびにゼロエミッ
ションの実現が可能である屋久島に対して, 鹿児島県は他の地方自治体よりも電気自動車普及への

補助金を予算組みしている｡ しかし, 先にも述べたように本年度第一次の申請件数が予定を下回る

現状, まだ電気自動車が屋久島において普及する環境が整っていないと考えるのが適正だと思われ

る｡ それではこれまで電気自動車を取り巻く環境を述べてきたが, どのような要素が不足し, 改善

すべきであるのか？これらの問題点が解消されれば, 屋久島において電気自動車は普及し, ���フ
リーならびにゼロエミッションが実現するだろうか？最後に解消すべき問題点とそれによる電気自

動車普及の可能性を述べる｡

表５, ６は 『わたしたちのまちの未来』 から作成した表である｡ 表５は各集落の人口数の変遷,
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�� ��������
(単位：人)

年度
集落 昭和��年 昭和��年 昭和��年 平成�年 平成�年 平成��年 平成��年 平成��年

永田 ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
吉田 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
一湊 ����� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ���
志戸子 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
宮之浦 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
楠川 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
椨川 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
小瀬田 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
長峰 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
永久保 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
船行 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
松峯 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
安房 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
春牧 ��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���
平野 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
高平 ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���
麦生 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
原 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
尾之間 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
小島 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
平内 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
湯泊 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
中間 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
栗生 ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
口永良部 ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

(屋久島町 『わたしたちのまちの未来』 より筆者作成)



表６は今回アンケートを取った地域間の距離ならびに車を使用した際の移動時間である｡ �今回の
調査では, 屋久島町や国勢調査などの資料から参考資料として表を作成した｡ それ以外の資料は本

報告書の最後に付表としてまとめている｡�

�������
平成��年��月に, 屋久島町民へのアンケートを取った｡ 目的は, 普段の車使用の環境を調査する
ためである｡ このアンケート結果から明確にすることは以下のことである｡ 電気自動車の現時点で

の性能である, １回のフル充電で走行できる距離数は約�����である｡ それに対して, 屋久島町民
における自動車の使用環境が適当であるか｡

本アンケートは, これまで国や多くの自治体で電気自動車普及の一環として, 補助金等の優遇政

策を実施している｡ しかし電気自動車の利用環境が, そのユーザーに適しているか, という調査は

行われていない｡ さらに大都市に関しては, 一回のフル充電によって満足に走行を満たすことがで

きないことがあり, そのため, 充電設備の充実を検討しなければならない｡ しかし, 屋久島は海で

囲まれ, その利用環境を鑑みることによって, 豊かな水力発電とうまく組み合わせれば, 電気自動

車を普及させることに対しての障害が限定されてくるといえるだろう｡

表７がアンケート結果である｡ (回答

総数���名, 男性��名, 女性��名, 不明
１名) アンケート票は本報告書最後に

付する｡

屋久島での電気自動車普及の可能性
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計

回答人数 ���人
平均週間移動距離 �������

�� ����������������
(単位：人)

宮之浦 長峰 安房 尾之間 栗生 永田 一湊

宮之浦 �����������������(���分) �����������������(���分) �����������������(��分) ������(��分)����������� ������(��分)����������� ������(���分)�����������
長峰 ���������������(���分) �����������������(���分) �����������������(��分) ������(��分)����������� ������(���分)�����������
安房 �����������������(���分) �����������������(���分) ������(��分)����������� ������(��分)�����������
尾之間 �����������������(���分) �����������������(��分) ������(��分)�����������
栗生 �����������������(��分) �����������������(��分)
永田 �����������������(���分)
一湊

＊各項の上段は屋久杉を時計回り, 下段は反時計回り時とする (屋久島町 『わたしたちのまちの未来』 より筆者作成)



屋久島町民���人へのアンケートから, １週間当たりの移動距離平均は�������｡ １日あたりは�������であり, この結果から, 充電は１週間に１回程度を考慮すればいい｡ また, 屋久島町民の
利用では, １日あたり�����を超える利用はなかったため, 自動車を使用している１日の間に, ど
こかで充電をする必要はない｡ 図１のヒストグラムから, ほとんどの利用者が週当たり�����前後
である｡ しかし, 数人は������週以上の利用がみられる｡ 以上から, 屋久島町民の自動車利用環
境を考慮すると, 電気自動車でも充電不足を利用途中に心配する必要はなく, 現在の電気自動車の

性能でも十分利用可能である｡

屋久島において電気自動車が普及することは, 離島にとってのおおきなハンデとなる本当に比較

した高いガソリンに依存しないことを意味する｡ また豊かな水資源によって電気を生み出すシステ

ムが成立している屋久島だからこそ, 代替エネルギーとしての水力発電を活用し, 島としての強み

を発揮していくことが今後望まれるだろう｡

��������������
アンケート結果, ならびに各種資料から, 屋久島において電気自動車が普及する利用環境が成立

すると考えられるが, まだ対応を取らなければならない点も存在する｡ ちなみに以下が普及を阻害

する要因である｡

(�) 同等のガソリン車と比較した高額な販売価格
(�) 島内でのインフラ設備, つまり充電設備不足
(�) 電気自動車に対する島民の理解不足
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(�) の解消は, 現時点では国および地上自治体による補助金である程度の負担軽減にとどまって
いる｡ もちろん自動車メーカーも技術革新, プロセス・イノベーション等により販売価格を

低減し, 一般消費者に大きな負担なく販売できることが目的となるだろう｡

(�) の解消は, 充電設備に対する補助金を与えるなどの施策があるが, 個人の利用者に対しては,����の家庭用電源で充電できるような電池であったり, 電池が小型化, 軽量化され, 必要
なときに交換できる, そして電池技術の向上により航続距離の延長が必要になるだろう｡

(�) 屋久島島民における��歳以上の割合は����％である３)｡ また普通乗用車と軽自動車の保有台

数がほぼ同じであり４), 軽自動車である������が購入される環境は存在すると思われる｡ し
かし, 途中で電池切れを起こす不安であったり, 充電の仕方に対する不安などの心理的側面

を解消できない状況では, 電気自動車の多くのメリットを述べたところで, 購入への働きか

けにはならない｡ 島民への電気自動車に対する啓蒙をしっかり行う必要があるだろう｡����
電気自動車がガソリン自動車を代替することで, 環境的な側面において非常に大きなメリットが

存在する｡ しかし, 販売金額が非常に高いこと, 充電設備が不十分であること, 修理などのメンテ

ナンスの方法など, 社会システムとしての基盤整備が遅れていることは事実である｡ 本研究対象の

屋久島においても, 電気自動車を普及させたいという希望は大きいが, それを支えるハード, ソフ

トの両面での整備が不十分である｡ しかし電気自動車メーカーは懸命な技術革新により, 販売価格

を低下させるよう努力している｡ そのためにも, 行政としての役割として島民への電気自動車利用

に対する充分な理解を果たす義務がある｡ 屋久島において電気自動車が普及は従来の日本経済での

象徴でもある石油依存を刷新し, 自然エネルギーシステムを構築し, 温暖化対策にも対応できる有

望な新ライフスタイルの提案となる｡ また屋久島での新ライフスタイルは, 鹿児島県下の他の離島

に対する新しい社会システム構築のモデルになるだけでなく, 日本全国, さらには世界に対しても

大きな情報発信となるだろう｡

エネルギー政策の転換が求められているが, 屋久島の事例が重要な指針となるだろう｡��
本プロジェクトに協力いただき, アンケート調査へ参加いただいた屋久島町民の方々に対して,

ここで感謝申し上げます｡

また, アンケート調査の実施につきまして, 各地区の町民の方々へアンケートを配布していただ

き, さらに回収までご協力いただいた各区長の方々に対して, 改めて感謝の意を表します｡

屋久島での電気自動車普及の可能性

―���―３) 平成��年度住民基本台帳年報より
４) 『平成��年度版統計屋久島』 熊毛支庁財務課資料より



�����｢わたしたちのまちの未来｣ 第一次振興計画基本構想 ｢平成��年度～平成��年度｣ 屋久島町ホームページ���������������������������������������������������������������� �平成��年�月��日���������
屋久島プロジェクト・ワーキンググループ������｢ゼロエミッション屋久島プロジェクト 循環型社会へ移行

するためのシナリオ｣ 海象社刊

『日経ものづくり』 (����) ｢特集 電気自動車の真実｣ 日経��社刊������� ���������生方聡��三菱の電気自動車 ｢������｣ がついに市販化����������������������������������������������������������������������平成��年��月��日�������������������������������『主要諸元』 ����������������������������������������������������������������������������������平成��年�月��日����������九州電力 『電気料金のご案内』 九州電力�����������������������������������������電気自動車(��)の比較情報 『電気自動車主要メーカー比較』 電気自動車(��)の比較情報������������������������������������平成��年�月��日����������神奈川県ホームページ�電気自動車(��)導入を応援します！ 神奈川県ホームページ������������������������������������������������������������������������������平成��年�月��日����������神奈川県ホームページ�かながわ電気自動車普及への挑戦 神奈川県ホームページ����������������������������������������������������������������平成��年�月��日����������神奈川県ホームページ 『��イニシアティブかながわ』 ����������������������������������������������������長崎県公式ウェブサイト 『長崎県��・���タウン推進補助金募集のお知らせ 』 �����������������������������������������������������������������������平成��年�月��日����������屋久島町ホームページ 『ライフラインについての詳細情報』�����������������������������������������������������������������平成��年�月��日����������屋久島電工株式会社 『会社案内』���������������������������������������平成��年�月��日�������������� �����『屋久島電源開発』��������������������������������������������������������������������平成��年�月��日����������総務省統計局 『平成��年度国勢調査』������������������������������������������平成��年�月��日���������
屋久島町 『平成��年度版統計屋久島』 平成��年�月�鹿児島県熊毛支庁 『熊毛地域の概況』����������������������������������������������������������������平成��

年�月��日���������
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� � ������������������
市町村名

常住地による人口 従業地・通学地による人口

常住人口
従業も通学
もしていな

い
自宅で従業

自宅外の自
市町村で従
業・通学

県内他市町
村で従業・
通学・通学

他県で従業･
通学 昼間人口

うち県内
他市町村
に常住

他県に常住 昼夜間
人口比率

鹿児島県 ��������� ������� ������� ������� ������� ����� ��������� ������� ����� ���
鹿児島市 ������� ������� ������ ������� ������ ��� ������� ������ ����� ���
上屋久町 ����� ����� ��� ����� ��� � ����� ��� � �����
屋 久 町 ����� ����� ����� ����� ��� � ����� ��� �� ��������������

流出人口(��歳以上) 流入人口(��歳以上)
総数 就業者 通学者 総数 就業者 通学者

総数 ��� ��� ��� 総数 ��� ��� －

県内 ��� ��� ��� 県内 ��� ��� －

上屋久町 ��� ��� ��� 上屋久町 ��� ��� －

その他の市町村 � � － その他の市町村 �� �� －

他県 � � － 他県 �� �� －����
流出人口(��歳以上) 流入人口(��歳以上)

総数 就業者 通学者 総数 就業者 通学者

総数 ��� ��� － 総数 ��� ��� ���
県内 ��� ��� － 県内 ��� ��� ���
上屋久町 ��� ��� － 上屋久町 ��� ��� ���
その他の市町村 � � － その他の市町村 � � －

他県 � � － 他県 � � －
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������� ��������������������
単位：戸, 人

年次 世帯数
人口

１世帯人員
総数 男 女

昭和��年 ����� ������ ����� ����� ������年 ����� ������ ����� ����� ������年 ����� ������ ����� ����� ������年 ����� ������ ����� ����� ����
平成 �年 ����� ������ ����� ����� �����年 ����� ������ ����� ����� ������年 ����� ������ ����� ����� ������年 ����� ������ ����� ����� ��������������

単位：人, ％

区分

産業別

平成��年 平成��年
総数 男 女 構成比 総数 男 女 構成比

第一次産業 ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����
農業 ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����
林業 �� �� � ��� �� �� � ���
漁業 ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ���

第二次産業 ����� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ����
工業 �� �� � ��� � � � ���
建設業 ����� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����
製造業 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

第三次産業 ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����
卸・小売業 ����� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ����

金融・保険・不動産業 �� �� �� ��� �� �� �� ���
運輸・通信業 ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���

電気・ガス・水道業 �� �� � ��� �� �� � ���
サービス業 ����� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ����
公務 ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���

分類不能 � � � ��� � � � ���
総数 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

資料：国勢調査 各年��月�日
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��������
単位：人

年度
集落 昭和��年 昭和��年 昭和��年 平成�年 平成�年 平成��年 平成��年 平成��年
永田 ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
吉田 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
一湊 ����� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ���
志戸子 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
宮之浦 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
楠川 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
椨川 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
小瀬田 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
長峰 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
永久保 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
船行 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
松峯 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
口永良部 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
春牧 ��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���
平野 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
高平 ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���
麦生 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
原 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
尾之間 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
小島 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
平内 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
湯泊 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
中間 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
栗生 ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
口永良部 ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

資料：屋久島町 わたしたちのまちの未来�����
市町等名 区分 昭和��年 昭和��年 平成��年 平成��年
屋久島町

総数 ������ �����％ ������ �����％ ������ �����％ ������ �����％��歳未満 ������ ����％ ����� ����％ ����� ����％ ����� ����％��～��歳 ������ ����％ ����� ����％ ����� ����％ ����� ����％��歳以上 ����� ���％ ����� ����％ ����� ����％ ����� ����％
屋久島計／県計 ���％ ���％ ���％ ���％

県計

総数 ��������� �����％ ��������� �����％ ��������� �����％ ��������� �����％��歳未満 ������� ����％ ������� ����％ ������� ����％ ������� ����％��～��歳 ��������� ����％ ��������� ����％ ��������� ����％ ��������� ����％��歳以上 ������� ���％ ������� ����％ ������� ����％ ������� ����％
※ 総人口には年齢不詳が含まれる｡
昭和��年, ��年, 平成��年については, 旧上屋久町・旧屋久島町を合算した数字を屋久島町として掲載
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�������
単位：������������

区分
発電電力量 使用電力量

水力 火力 計 電灯 電力 計

平成 2年度 ������ ������ ������ ����� ������ ������
平成 7年度 ������ ������ ������ ����� ������ ������
平成20年度 ������ ������ ������ ������ ������ ������
20年度/ 2 年度(％) ���� ���� ���� ����� ���� ����
資料：九州電力㈱, 屋久島町電気施設協同組合, 種子屋久農業協同組合, 安房電気利用組合

注 発電電力量は発電所内消費を含む総発電量です｡ 使用電力量は発電所内消費を含みません｡

������
区分 発電所 電源の種類 発電出力����
屋久島

嶽野川 水力 ���
安房川第一 水力 ������
安房川第二 水力 ������
千尋滝 水力 �����
宮之浦火力 内燃力 ������

口永良部島 口永良部島 内燃力 ���
平成��年��月末現在 資料：県地域政策課
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������
＜日常の車利用に関するアンケート＞

１) 性別 (○で囲んでください) 男性・女性

２) 年齢 ( 歳代)

３) 職業 (○で囲んでください) フルタイム勤務

パートタイム勤務

学生

無職

その他 ( )

４) お住まい (○で囲んでください) 宮之浦

安房

尾の間

永田

湯泊

栗生

その他

裏へ続く

鹿児島大学及び人文社会科学研究科地域経営研究センターは, 屋久島を
モデル地域として, 低炭素社会を実現するために, 電気自動車の普及をテー
マとした社会実験を行います｡
鹿児島県により, ＣＯ２の発生が抑制された先進的な地域づくりを促進さ

れている屋久島においては, 電気自動車の今後一層の普及が見込まれてお
ります｡
そこで地域住民の日常の生活行動を踏まえ, 電気自動車を活用したライ
フスタイルの将来像を描くために本アンケートを実施いたします｡

本アンケートは目的のみに使用し, その他の目的に使用することは一切ありません｡ 趣旨にご理解いただ
き, アンケートへのご協力をよろしくお願いします｡ ご質問等ありましたら, 鹿児島大学法文学部市川英孝
(������������) までお問い合わせください｡
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５) 車の利用に関する質問

先週一週間で車を利用した移動についてお答えください｡
(具体的にどこからどこへ移動したかをお答えください｡ 例：自宅→勤務先 (宮
之浦町) →自宅, 自宅→ニシムタ, 自宅→郵便局 (安房) →町役場→自宅, など)

上記以外で車を利用しての外出先 (月に数回程度) がありましたらご記入
ください｡

以上でアンケートは終了です｡ ご協力ありがとうございます｡

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

土曜

日曜


