
統計解析，その前に！ 
（pythonじゃないよ）

担当：原　武史（岐阜大学）

実験前から統計解析が必要です





Rのインストール
• C-RANミラーサイトへ：https://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/cran/ 

• Download R for Linux/macOS/Windows 

• パッケージのダウンロード先を固定する 

• chooseCRANmirro()を実行してYonezawaを指定



シナリオ

• ２つの撮影条件でどちらの条件が診断能が高いか調べたい 

• 観察者実験で明らかにしたいのでROCによる実験を行いたい 

• 画像を何枚用意して，観察者を何人にすればよいのかを決めたい

サンプル数：2（２群）

サンプルサイズ：n（１群あたり）

サンプルサイズ：n人（１群あたり）



理解するポイント
• 平均と標準偏差：母集団と標本 

• 平均と分散の推定：少ないサンプルから適切に推定したい 

• 信頼区間：推定の確からしさを表現したい 

• 検定の考え方：差がある　とはどういう意味か？ 

• サンプルサイズの決め方：読影者は何人必要か？画像は何枚必要か？ 

• 最近の論文で必要な事項：効果量（Effect size）とp値，検出力（検定力）



標準　医用画像の視覚評価法，p.106
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0.8885032 0.4908549 0.9874154 1.1454795 0.7640898 0.5963877 0.6661438 0.5879957 0.5658386 1.3026337 
1.0939950 0.6117829 0.7886401 0.9142340 0.4856959 0.4089052 0.2075667 0.6893180 0.4822474 0.7464465 
1.0616396 0.4526940 1.6028040 1.1852402 0.6670818 0.5160811 0.9551921 1.1191462 1.0615259 0.3574088 
0.7770890 0.9546304 1.0235862 1.1025312 1.1253193 0.5781758 0.4640470 1.2571216 0.3532005 0.7350231 
0.8008691 0.7409715 0.8998571 1.1304206 0.4691322 0.6239656 0.9139906 0.5979506 0.8585177 0.8121539

平均 
標準偏差 
最小値 

第一四分位数 
中央値 

第三四分位数 
最大値

0.79 
0.29 
0.2075667 
0.5806 
0.7706 
0.7924 
1.6028040

図２　人工的なデータから算出した基本統計量とヒストグラム

（生成した人工データ）

（基本統計量）

（ヒストグラム）

基本統計量はもう大丈夫ですね？

数値を示しても人は理解できない 

解釈しやすい代表的な数値で 
群の特徴を表す



有意水準 
（p値，α）

サンプル 
サイズ

効果量検出力 
（１－β）

図１　検定において考えるべき４つの要素

標準　医用画像の視覚評価法，p.105

「何も特別なことは起こっていない」 
（帰無仮説：差があるとはいえない） 

という事象の閾値

観測するデータの数 
画像数，観察者数 

大きくすると差が出やすくなるが 
コストがかかる 

また，本来なかった差があたかも 
差があったようにでることになる

本来ある差が正しく検出される確率 
サンプルサイズ，効果量，有意水準で決定 
（このことをPower Analysisという） 

pが小さいと検出力も低下 

検出力には0.8を使う場合が多い 
|| 

有意差があるときに 
80%の確率で正しく有意差ありといえる

２つの群の間の差や値の関連の強さ 

Cohen’s d
<latexit sha1_base64="rkEvbyHJf+kekNmJ85F3XUerV3A=">AAACiHichVHLLgRBFD3ae7wGG4lNx4TYmNwWMUgkgoUlxiBBJt2tho5+pbtnktHmA/gBCysSEbGwZW3jByx8gliS2Fi409OJILiVqjp16p5bp6o01zT8gOixTqpvaGxqbmlNtLV3dHYlu3tWfafo6SKnO6bjrWuqL0zDFrnACEyx7npCtTRTrGl7c9X9tZLwfMOxV4KyK7Ysdcc2CoauBkzlk6lpebPgqXp4IFt5RR7hcVQ+qITZ+XzoOo4ptisVzqI0RSH/BEoMUohj0UleYBPbcKCjCAsCNgLGJlT43DaggOAyt4WQOY+REe0LVJBgbZGzBGeozO7xuMOrjZi1eV2t6UdqnU8xuXuslDFID3RJL3RPV/RE77/WCqMaVS9lnrWaVrj5rqO+7Nu/KovnALufqj89ByhgIvJqsHc3Yqq30Gv60v7xS3ZqeTAcojN6Zv+n9Eh3fAO79KqfL4nlEyT4A5Tvz/0TrI6mlfG0sjSWmpmNv6IF/RjAML93BjNYwCJyfO4hrnGDWykhkZSRJmupUl2s6cWXkGY/ANYhlmI=</latexit>

=
|m1 �m2|
SDpooled

<latexit sha1_base64="DaSLguZBwm0l44Bj2tErHVIiXL0=">AAACkXichVHLSsNAFD3GV62vqhvBTbEoglImRXyBUNSF4EatVcFqSeJUg2kSk2mhhvyASzcuXCmIiD/gVt34Ay78BHGp4MaFt2lAVNQ7zNwz595z586Mahu6Kxh7rJPqGxqbmiMt0da29o7OWFf3qmuVHI1nNcuwnHVVcbmhmzwrdGHwddvhSlE1+Jq6N1uNr5W54+qWuSIqNt8sKjumXtA1RRCVj41k5vKebVkG3/bj0/Gcu+8IL1dwFM2jiLyVGq4530v5fj6WYEkWWPwnkEOQQGiLVuwCOWzDgoYSiuAwIQgbUODS2IAMBpu4TXjEOYT0IM7hI0raEmVxylCI3aN1h3YbIWvSvlrTDdQanWLQdEgZxwB7YJfshd2zK/bE3n+t5QU1qr1UyKs1LbfznYe9mbd/VUXyArufqj97FihgIuhVp97tgKneQqvpywfHL5mp5QFvkJ2xZ+r/lD2yO7qBWX7Vzpf48gmi9AHy9+f+CVZTSXksKS+NJtIz4VdE0Id+DNF7jyONeSwiS+ce4Ro3uJV6pEkpLYW5Ul2o6cEXkxY+AJRxmiU=</latexit>

SDpooled =

r
SD2

1 + SD2
1

2

効果小：0.2 
効果中：0.5 
効果大：0.8



標準　医用画像の視覚評価法，p.113

図３　Rによる基本統計量の算出と母平均の95%信頼区間の推定

データ入力
基本統計量算出

標本標準偏差算出

95%信頼区間算出

算出された信頼区間

表１　ある観察者実験から得られたROC曲線下面積

観察者群１ 
観察者１ 
観察者２ 
観察者３ 
観察者４ 
観察者５ 
観察者６ 
観察者７ 
観察者８ 
観察者９

ROC曲線下面積 
0.736 
0.676 
0.521 
0.754 
0.748 
0.946 
0.765 
0.551 
0.715

９人は母集団（読影者の世界全体）から抽出された標本 
したがって，この９人のAUCの平均は標本平均 

標本から母平均を推定できないか？ 
（ここが重要！） 

|| 
母平均の信頼区間 

（ただし母分散が未知の場合）
<latexit sha1_base64="TEP4zvLdNfkfYreKszzmIS2F1Hs=">AAACpHichVHPSxtBFP7c+jNVE+ul4GVpiOjBMBuKlkIx1EsPHhLTRMGYZXedpEP2F7ubYLrsP9B/oAdPFkTEP8OL4FUP/gmlRwu99ODbzYK0or5hZr753vveezOju6bwA8ZuRqQXo2PjE5NTmZfTM7PZ3Nyrhu/0PIPXDcd0vB1d87kpbF4PRGDyHdfjmqWbfFvvbsT+7T73fOHYn4OBy/csrWOLtjC0gCg1t+63SvIHudn2NCNUotCWV2Qlkpt+z1JDQR4latlyuHSgCvI0HcoVlwoPouVWKcpk1FyeFVli8kOgpCCP1CpO7gRN7MOBgR4scNgICJvQ4NPYhQIGl7g9hMR5hETi54iQIW2PojhFaMR2ae3QaTdlbTrHOf1EbVAVk6ZHShkFds1O2S27YGfsJ/v7aK4wyRH3MqBdH2q5q2a/va79eVZl0R7gy73qyZ4DtPEu6VVQ727CxLcwhvr+1++3tfdbhXCR/WC/qP8jdsPO6QZ2/7dxXOVbh4g/QPn/uR+CRqmorBaV6tt8+WP6FZNYwBss0XuvoYxPqKBOdY9xiStcS4vSplST6sNQaSTVzOMfk1p3O8Ofvg==</latexit>

s2 =
1

n� 1

nX

i=1

(xi � x)2不偏分散：

<latexit sha1_base64="GiY4SF3p5D40dt+lEZaHmF83Bjc=">AAACyHichVG7TtxAFD0YQsiGxwINEo2VFQgJZTW2IkBUCBqUikcWkDBZ2ZNZsPBr7dmFxXKTMj+QIlUioSjiM2jIB6TgExBFCiIFpBS59hrxUsi1PHPm3HvunJmxAseOJGOnHUpn15Pupz3PCs97+/oHioNDa5HfCLmocN/xww3LjIRje6IibemIjSAUpms5Yt3aXUjz600RRrbvvZGtQGy55rZn12xuSqKqRW74lE7V8X6ivlT1sj6lq0ZUD2Vs1EKTx9FbPYm9JFENR9TrquE2rtFt5eQjymqxxMosC/Uh0HJQQh5LfvErDLyDD44GXAh4kIQdmIjo24QGhoC4LcTEhYTsLC+QoEDaBlUJqjCJ3aVxm1abOevROu0ZZWpOuzj0h6RUMcZ+sG/sgp2wI3bG/vyzV5z1SL20aLbaWhFUBz6MrP7+r8qlWWLnRvWoZ4kaZjKvNnkPMiY9BW/rmwcfL1ZnV8bicfaFnZP/z+yUHdMJvOYvfrgsVj6hQA+g3b/uh2BNL2tTZW35VWluPn+KHoziBSbovqcxh0UsoUL7fsdPXOJKea0Eyp7SapcqHblmGHdCef8XMrywwg==</latexit>

x� 2.262

r
s2

n
5 µ 5 x+ 2.262

r
s2

n
<latexit sha1_base64="BdJnSlzJFJE8Qm1dqG5sFFrxptg=">AAACiHichVG7SgNBFD2u7/hI1EawCYaIVbirIQ8r0cbSVzRgRHbXUZfsK7ubQAx+gP6AhZWCiFjYam3jD1j4CWKpYGPhzWZBVNQ7zMyZM/fcOTOjOobu+USPbVJ7R2dXd09vpK9/YDAaGxpe8+yqq4mCZhu2W1QVTxi6JQq+7hui6LhCMVVDrKvl+eb+ek24nm5bq37dEZumsmvpO7qm+ExtxRKUysiZ6XyW4iVDVCrxklkNEaVylEvn5XyQRUHEfwI5BAmEsWjHLlDCNmxoqMKEgAWfsQEFHrcNyCA4zG2iwZzLSA/2BQ4QYW2VswRnKMyWedzl1UbIWrxu1vQCtcanGNxdVsaRpAe6pBe6pyt6ovdfazWCGk0vdZ7VllY4W9Gj0ZW3f1Umzz72PlV/evaxg1zgVWfvTsA0b6G19LX945eVmeVkY4LO6Jn9n9Ij3fENrNqrdr4klk8Q4Q+Qvz/3T7A2lZIzKXkpnZidC7+iB2MYxyS/dxazWMAiCnzuIa5xg1spIpGUlfKtVKkt1IzgS0hzHwVxk4s=</latexit>

0.6163970 5 µ 5 0.8084919

t分布の表：n=9, s=0.025



t分布の表：n=9, s=0.025



標準　医用画像の視覚評価法，p.113-4

図３　Rによる基本統計量の算出と母平均の95%信頼区間の推定

データ入力
基本統計量算出

標本標準偏差算出

95%信頼区間算出

算出された信頼区間

図４　観察条件２の基本統計量の算出と母平均の95%信頼区間の推定

<latexit sha1_base64="BdJnSlzJFJE8Qm1dqG5sFFrxptg=">AAACiHichVG7SgNBFD2u7/hI1EawCYaIVbirIQ8r0cbSVzRgRHbXUZfsK7ubQAx+gP6AhZWCiFjYam3jD1j4CWKpYGPhzWZBVNQ7zMyZM/fcOTOjOobu+USPbVJ7R2dXd09vpK9/YDAaGxpe8+yqq4mCZhu2W1QVTxi6JQq+7hui6LhCMVVDrKvl+eb+ek24nm5bq37dEZumsmvpO7qm+ExtxRKUysiZ6XyW4iVDVCrxklkNEaVylEvn5XyQRUHEfwI5BAmEsWjHLlDCNmxoqMKEgAWfsQEFHrcNyCA4zG2iwZzLSA/2BQ4QYW2VswRnKMyWedzl1UbIWrxu1vQCtcanGNxdVsaRpAe6pBe6pyt6ovdfazWCGk0vdZ7VllY4W9Gj0ZW3f1Umzz72PlV/evaxg1zgVWfvTsA0b6G19LX945eVmeVkY4LO6Jn9n9Ij3fENrNqrdr4klk8Q4Q+Qvz/3T7A2lZIzKXkpnZidC7+iB2MYxyS/dxazWMAiCnzuIa5xg1spIpGUlfKtVKkt1IzgS0hzHwVxk4s=</latexit>

0.6163970 5 µ 5 0.8084919
<latexit sha1_base64="L8fCfe429T916Ai9i8KxDDoJL2A=">AAACiHichVFNLwNBGH66vuuruEhcGg1xat6lWnUSLo6likRFdteojf3q7rYJjR/AH3BwIhERB1fOLv6AQ3+COJK4OHi73UQQvJOZeeaZ93nnmRnVMXTPJ6pHpJbWtvaOzq5od09vX39sYHDVsyuuJgqabdjuuqp4wtAtUfB13xDrjisUUzXEmrq30NhfqwrX021rxd93xKaplCx9R9cUn6mtWIKSmempbCqVjRcNUS7Hi2YlRJTMyukpmpaDLAoi/hPIIUggjJwdu0QR27ChoQITAhZ8xgYUeNw2IIPgMLeJGnMuIz3YFzhElLUVzhKcoTC7x2OJVxsha/G6UdML1BqfYnB3WRnHGD3SFb3QA13TE73/WqsW1Gh42edZbWqFs9V/PJx/+1dl8uxj91P1p2cfO5gJvOrs3QmYxi20pr56cPKSn10eq43TOT2z/zOq0z3fwKq+ahdLYvkUUf4A+ftz/wSrk0k5nZSXUom5+fArOjGCUUzwe2cwh0XkUOBzj3CDW9xJUYmkjJRtpkqRUDOELyHNfwD8UZOG</latexit>

0.7539449 5 µ 5 0.9163051

0.6163970 0.8084919
0.7539449 0.9163051

母平均の95%信頼区間
母平均の95%信頼区間

母平均の９５％信頼区間に重なりがある 
それぞれの群の母平均に違いがあるとはいえない 

|| 
２つの群の平均は異なるとはいえない 
・同じとは言っていない点に注意！ 

・有意差がある場合もある



どんなときに差が出やすいか？
効果量を考えましょう



標準　医用画像の視覚評価法，p.115

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

X1 X2

ΔX

X1 = -0.5
X2 = 0.5
ΔX = 1.0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

X1 X2

ΔX

X1 = -0.5
X2 = 0.5
ΔX = 1.0 _  _

 _

 _
 _
 _

 _  _

 _

 _
 _
 _

(a) 標準偏差 = 0.5 (b) 標準偏差 = 0.8
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図５　差は同じで標準偏差が違う場合の重なり

どちらが差が大きい？



標準　医用画像の視覚評価法，p.115

図５　差は同じで標準偏差が違う場合の重なり
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(a) 標準偏差 = 0.5 (b) 標準偏差 = 0.8
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図６　分布の差と分布の標準偏差から定まる効果量
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図5(a)

図5(b)

平均の差をいろいろ変えて

SDもいろいろ変えて

効果量を比較する

差が同じでも標準偏差（散らばり具合）が小さい 
（すなわち値が集まっている）と 

効果量が大きくなる 
＝差が出やすくなる 

差が小さい場合には標準偏差が大きいと 
効果量が小さくなる 
＝差が出にくくなる



検出力と効果量
サンプルサイズの設計



標準　医用画像の視覚評価法，p.117
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図７　サンプルサイズごとの効果量と検出力の関係

p = 0.05

1-β = 0.8
n = 50くらい必要
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サンプル 
サイズ

効果量検出力 
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図１　検定において考えるべき４つの要素

標準　医用画像の視覚評価法，p.105

観測するデータの数 
画像数，観察者数 

大きくすると差が出やすくなるが 
コストがかかる 

また，本来なかった差があたかも 
差があったようにでることになる

本来ある差が正しく検出される確率 
サンプルサイズ，効果量，有意水準で決定 
（このことをPower Analysisという） 

pが小さいと検出力も低下 

検出力には0.8を使う場合が多い 
|| 

有意差があるときに 
80%の確率で正しく有意差ありといえる

２つの群の間の差や値の関連の強さ 

Cohen’s D
<latexit sha1_base64="rkEvbyHJf+kekNmJ85F3XUerV3A=">AAACiHichVHLLgRBFD3ae7wGG4lNx4TYmNwWMUgkgoUlxiBBJt2tho5+pbtnktHmA/gBCysSEbGwZW3jByx8gliS2Fi409OJILiVqjp16p5bp6o01zT8gOixTqpvaGxqbmlNtLV3dHYlu3tWfafo6SKnO6bjrWuqL0zDFrnACEyx7npCtTRTrGl7c9X9tZLwfMOxV4KyK7Ysdcc2CoauBkzlk6lpebPgqXp4IFt5RR7hcVQ+qITZ+XzoOo4ptisVzqI0RSH/BEoMUohj0UleYBPbcKCjCAsCNgLGJlT43DaggOAyt4WQOY+REe0LVJBgbZGzBGeozO7xuMOrjZi1eV2t6UdqnU8xuXuslDFID3RJL3RPV/RE77/WCqMaVS9lnrWaVrj5rqO+7Nu/KovnALufqj89ByhgIvJqsHc3Yqq30Gv60v7xS3ZqeTAcojN6Zv+n9Eh3fAO79KqfL4nlEyT4A5Tvz/0TrI6mlfG0sjSWmpmNv6IF/RjAML93BjNYwCJyfO4hrnGDWykhkZSRJmupUl2s6cWXkGY/ANYhlmI=</latexit>

=
|m1 �m2|
SDpooled

<latexit sha1_base64="DaSLguZBwm0l44Bj2tErHVIiXL0=">AAACkXichVHLSsNAFD3GV62vqhvBTbEoglImRXyBUNSF4EatVcFqSeJUg2kSk2mhhvyASzcuXCmIiD/gVt34Ay78BHGp4MaFt2lAVNQ7zNwz595z586Mahu6Kxh7rJPqGxqbmiMt0da29o7OWFf3qmuVHI1nNcuwnHVVcbmhmzwrdGHwddvhSlE1+Jq6N1uNr5W54+qWuSIqNt8sKjumXtA1RRCVj41k5vKebVkG3/bj0/Gcu+8IL1dwFM2jiLyVGq4530v5fj6WYEkWWPwnkEOQQGiLVuwCOWzDgoYSiuAwIQgbUODS2IAMBpu4TXjEOYT0IM7hI0raEmVxylCI3aN1h3YbIWvSvlrTDdQanWLQdEgZxwB7YJfshd2zK/bE3n+t5QU1qr1UyKs1LbfznYe9mbd/VUXyArufqj97FihgIuhVp97tgKneQqvpywfHL5mp5QFvkJ2xZ+r/lD2yO7qBWX7Vzpf48gmi9AHy9+f+CVZTSXksKS+NJtIz4VdE0Id+DNF7jyONeSwiS+ce4Ro3uJV6pEkpLYW5Ul2o6cEXkxY+AJRxmiU=</latexit>

SDpooled =

r
SD2

1 + SD2
1

2

効果小：0.2 
効果中：0.5 
効果大：0.8

改めて
「何も特別なことは起こっていない」 
（帰無仮説：差があるとはいえない） 

という事象の閾値



有意水準 
（p値，α）

サンプル 
サイズ

効果量検出力 
（１－β）

図１　検定において考えるべき４つの要素

標準　医用画像の視覚評価法，p.105

観測するデータの数 
画像数，観察者数 

大きくすると差が出やすくなるが 
コストがかかる 

また，本来なかった差があたかも 
差があったようにでることになる

本来ある差が正しく検出される確率 
サンプルサイズ，効果量，有意水準で決定 
（このことをPower Analysisという） 

pが小さいと検出力も低下 

検出力には0.8を使う場合が多い 
|| 

有意差があるときに 
80%の確率で正しく有意差ありといえる

２つの群の間の差や値の関連の強さ 

Cohen’s D
<latexit sha1_base64="rkEvbyHJf+kekNmJ85F3XUerV3A=">AAACiHichVHLLgRBFD3ae7wGG4lNx4TYmNwWMUgkgoUlxiBBJt2tho5+pbtnktHmA/gBCysSEbGwZW3jByx8gliS2Fi409OJILiVqjp16p5bp6o01zT8gOixTqpvaGxqbmlNtLV3dHYlu3tWfafo6SKnO6bjrWuqL0zDFrnACEyx7npCtTRTrGl7c9X9tZLwfMOxV4KyK7Ysdcc2CoauBkzlk6lpebPgqXp4IFt5RR7hcVQ+qITZ+XzoOo4ptisVzqI0RSH/BEoMUohj0UleYBPbcKCjCAsCNgLGJlT43DaggOAyt4WQOY+REe0LVJBgbZGzBGeozO7xuMOrjZi1eV2t6UdqnU8xuXuslDFID3RJL3RPV/RE77/WCqMaVS9lnrWaVrj5rqO+7Nu/KovnALufqj89ByhgIvJqsHc3Yqq30Gv60v7xS3ZqeTAcojN6Zv+n9Eh3fAO79KqfL4nlEyT4A5Tvz/0TrI6mlfG0sjSWmpmNv6IF/RjAML93BjNYwCJyfO4hrnGDWykhkZSRJmupUl2s6cWXkGY/ANYhlmI=</latexit>

=
|m1 �m2|
SDpooled

<latexit sha1_base64="DaSLguZBwm0l44Bj2tErHVIiXL0=">AAACkXichVHLSsNAFD3GV62vqhvBTbEoglImRXyBUNSF4EatVcFqSeJUg2kSk2mhhvyASzcuXCmIiD/gVt34Ay78BHGp4MaFt2lAVNQ7zNwz595z586Mahu6Kxh7rJPqGxqbmiMt0da29o7OWFf3qmuVHI1nNcuwnHVVcbmhmzwrdGHwddvhSlE1+Jq6N1uNr5W54+qWuSIqNt8sKjumXtA1RRCVj41k5vKebVkG3/bj0/Gcu+8IL1dwFM2jiLyVGq4530v5fj6WYEkWWPwnkEOQQGiLVuwCOWzDgoYSiuAwIQgbUODS2IAMBpu4TXjEOYT0IM7hI0raEmVxylCI3aN1h3YbIWvSvlrTDdQanWLQdEgZxwB7YJfshd2zK/bE3n+t5QU1qr1UyKs1LbfznYe9mbd/VUXyArufqj97FihgIuhVp97tgKneQqvpywfHL5mp5QFvkJ2xZ+r/lD2yO7qBWX7Vzpf48gmi9AHy9+f+CVZTSXksKS+NJtIz4VdE0Id+DNF7jyONeSwiS+ce4Ro3uJV6pEkpLYW5Ul2o6cEXkxY+AJRxmiU=</latexit>

SDpooled =

r
SD2

1 + SD2
1

2

効果小：0.2 
効果中：0.5 
効果大：0.8

事前分析：A priori　サンプルサイズの設計

p = 0.05

1-β = 0.8 d = 0.5

n = ?

「何も特別なことは起こっていない」 
（帰無仮説：差があるとはいえない） 

という事象の閾値



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
pwr.t.test(d=0.5, sig.level=0.05, power=0.80, type="two.sample", alternative=“greater”)

（問題１） 
AとB２つの群の値の平均を比較．A群の平均はB群よりも高いか？ 
効果量を0.5，1-βを0.8，有意水準0.05としてサンプルサイズを設計しなさい．

n = 51

標準　医用画像の視覚評価法，p.131拡張



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
pwr.t.test(d=-0.5, sig.level=0.05, power=0.80, type="two.sample", alternative=“less”)

（問題２） 
AとB２つの群の値の平均を比較．A群の平均はB群よりも低いか？ 
効果量を0.5，1-βを0.8，有意水準0.05としてサンプルサイズを設計しなさい．

n = 51

標準　医用画像の視覚評価法，p.131拡張



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
pwr.t.test(d=0.5, sig.level=0.05, power=0.80, type="two.sample", alternative="two.sided")

（問題３） 
AとB２つの群の値の平均を比較．A群の平均はB群と異なるか？ 
効果量を0.5，1-βを0.8，有意水準0.05としてサンプルサイズを設計しなさい．

n = 64

標準　医用画像の視覚評価法，p.131拡張

両側検定になるとサンプル数は 

余分に必要になる

観察者実験では基本両側検定で行う



（問題４） 
AとB２つの群の値の平均を比較．A群の平均はB群の平均と異なるか？ 
予備実験では 
　A群の平均と標準偏差はそれぞれ2350.2と258 
　B群の平均と標準偏差はそれぞれ1872.4と420 
であった．1-βを0.8，有意水準0.05としてサンプルサイズを設計しなさい．

n = 10

標準　医用画像の視覚評価法，p.131拡張
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サンプル 
サイズ

効果量検出力 
（１－β）

図１　検定において考えるべき４つの要素

標準　医用画像の視覚評価法，p.105

観測するデータの数 
画像数，観察者数 

大きくすると差が出やすくなるが 
コストがかかる 

また，本来なかった差があたかも 
差があったようにでることになる

本来ある差が正しく検出される確率 
サンプルサイズ，効果量，有意水準で決定 
（このことをPower Analysisという） 

pが小さいと検出力も低下 

検出力には0.8を使う場合が多い 
|| 

有意差があるときに 
80%の確率で正しく有意差ありといえる

２つの群の間の差や値の関連の強さ 

Cohen’s D
<latexit sha1_base64="rkEvbyHJf+kekNmJ85F3XUerV3A=">AAACiHichVHLLgRBFD3ae7wGG4lNx4TYmNwWMUgkgoUlxiBBJt2tho5+pbtnktHmA/gBCysSEbGwZW3jByx8gliS2Fi409OJILiVqjp16p5bp6o01zT8gOixTqpvaGxqbmlNtLV3dHYlu3tWfafo6SKnO6bjrWuqL0zDFrnACEyx7npCtTRTrGl7c9X9tZLwfMOxV4KyK7Ysdcc2CoauBkzlk6lpebPgqXp4IFt5RR7hcVQ+qITZ+XzoOo4ptisVzqI0RSH/BEoMUohj0UleYBPbcKCjCAsCNgLGJlT43DaggOAyt4WQOY+REe0LVJBgbZGzBGeozO7xuMOrjZi1eV2t6UdqnU8xuXuslDFID3RJL3RPV/RE77/WCqMaVS9lnrWaVrj5rqO+7Nu/KovnALufqj89ByhgIvJqsHc3Yqq30Gv60v7xS3ZqeTAcojN6Zv+n9Eh3fAO79KqfL4nlEyT4A5Tvz/0TrI6mlfG0sjSWmpmNv6IF/RjAML93BjNYwCJyfO4hrnGDWykhkZSRJmupUl2s6cWXkGY/ANYhlmI=</latexit>

=
|m1 �m2|
SDpooled

<latexit sha1_base64="DaSLguZBwm0l44Bj2tErHVIiXL0=">AAACkXichVHLSsNAFD3GV62vqhvBTbEoglImRXyBUNSF4EatVcFqSeJUg2kSk2mhhvyASzcuXCmIiD/gVt34Ay78BHGp4MaFt2lAVNQ7zNwz595z586Mahu6Kxh7rJPqGxqbmiMt0da29o7OWFf3qmuVHI1nNcuwnHVVcbmhmzwrdGHwddvhSlE1+Jq6N1uNr5W54+qWuSIqNt8sKjumXtA1RRCVj41k5vKebVkG3/bj0/Gcu+8IL1dwFM2jiLyVGq4530v5fj6WYEkWWPwnkEOQQGiLVuwCOWzDgoYSiuAwIQgbUODS2IAMBpu4TXjEOYT0IM7hI0raEmVxylCI3aN1h3YbIWvSvlrTDdQanWLQdEgZxwB7YJfshd2zK/bE3n+t5QU1qr1UyKs1LbfznYe9mbd/VUXyArufqj97FihgIuhVp97tgKneQqvpywfHL5mp5QFvkJ2xZ+r/lD2yO7qBWX7Vzpf48gmi9AHy9+f+CVZTSXksKS+NJtIz4VdE0Id+DNF7jyONeSwiS+ce4Ro3uJV6pEkpLYW5Ul2o6cEXkxY+AJRxmiU=</latexit>

SDpooled =

r
SD2

1 + SD2
1

2

効果小：0.2 
効果中：0.5 
効果大：0.8

事後分析：Post hoc　検出力分析

p = 0.05

1-β = ? d = 0.5

n = 51

「何も特別なことは起こっていない」 
（帰無仮説：差があるとはいえない） 

という事象の閾値



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
pwr.t2n.test(n1=50, n2=50, d=0.5, sig.level=0.05, power=NULL, alternative="two.sided")

（問題５） 
AとB２つの群の値の平均に違いがあるか比較した． 
効果量は0.5, サンプルサイズは50であった．p=0.05で検定した． 
この場合の検出力はいくらか？

標準　医用画像の視覚評価法，p.126拡張



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
pwr.t2n.test(n1=50, n2=50, d=0.5, sig.level=0.05, power=NULL, alternative=“greater")

（問題６） 
A群の平均がB群の平均よりも大きいか比較した． 
効果量は0.5, サンプルサイズは50であった．p=0.05で検定した． 
この場合の検出力はいくらか？

標準　医用画像の視覚評価法，p.126拡張



ここまでのまとめ

• 事前分析：A prior はサンプルサイズ（観察者実験の場合には，観察者の
数）を決める方法として有用である． 

• 事後分析：Post hocは検出力分析で検出力（検定力）を計算できる． 

• このような統計操作はいわゆる　Power Analysis と呼ばれる． 

• 検定にはt検定を用いる方法を例として述べた．
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図１　検定において考えるべき４つの要素

標準　医用画像の視覚評価法，p.105

観測するデータの数 
画像数，観察者数 

大きくすると差が出やすくなるが 
コストがかかる 

また，本来なかった差があたかも 
差があったようにでることになる

本来ある差が正しく検出される確率 
サンプルサイズ，効果量，有意水準で決定 
（このことをPower Analysisという） 

pが小さいと検出力も低下 

検出力には0.8を使う場合が多い 
|| 

有意差があるときに 
80%の確率で正しく有意差ありといえる

２つの群の間の差や値の関連の強さ 

Cohen’s D
<latexit sha1_base64="rkEvbyHJf+kekNmJ85F3XUerV3A=">AAACiHichVHLLgRBFD3ae7wGG4lNx4TYmNwWMUgkgoUlxiBBJt2tho5+pbtnktHmA/gBCysSEbGwZW3jByx8gliS2Fi409OJILiVqjp16p5bp6o01zT8gOixTqpvaGxqbmlNtLV3dHYlu3tWfafo6SKnO6bjrWuqL0zDFrnACEyx7npCtTRTrGl7c9X9tZLwfMOxV4KyK7Ysdcc2CoauBkzlk6lpebPgqXp4IFt5RR7hcVQ+qITZ+XzoOo4ptisVzqI0RSH/BEoMUohj0UleYBPbcKCjCAsCNgLGJlT43DaggOAyt4WQOY+REe0LVJBgbZGzBGeozO7xuMOrjZi1eV2t6UdqnU8xuXuslDFID3RJL3RPV/RE77/WCqMaVS9lnrWaVrj5rqO+7Nu/KovnALufqj89ByhgIvJqsHc3Yqq30Gv60v7xS3ZqeTAcojN6Zv+n9Eh3fAO79KqfL4nlEyT4A5Tvz/0TrI6mlfG0sjSWmpmNv6IF/RjAML93BjNYwCJyfO4hrnGDWykhkZSRJmupUl2s6cWXkGY/ANYhlmI=</latexit>

=
|m1 �m2|
SDpooled

<latexit sha1_base64="DaSLguZBwm0l44Bj2tErHVIiXL0=">AAACkXichVHLSsNAFD3GV62vqhvBTbEoglImRXyBUNSF4EatVcFqSeJUg2kSk2mhhvyASzcuXCmIiD/gVt34Ay78BHGp4MaFt2lAVNQ7zNwz595z586Mahu6Kxh7rJPqGxqbmiMt0da29o7OWFf3qmuVHI1nNcuwnHVVcbmhmzwrdGHwddvhSlE1+Jq6N1uNr5W54+qWuSIqNt8sKjumXtA1RRCVj41k5vKebVkG3/bj0/Gcu+8IL1dwFM2jiLyVGq4530v5fj6WYEkWWPwnkEOQQGiLVuwCOWzDgoYSiuAwIQgbUODS2IAMBpu4TXjEOYT0IM7hI0raEmVxylCI3aN1h3YbIWvSvlrTDdQanWLQdEgZxwB7YJfshd2zK/bE3n+t5QU1qr1UyKs1LbfznYe9mbd/VUXyArufqj97FihgIuhVp97tgKneQqvpywfHL5mp5QFvkJ2xZ+r/lD2yO7qBWX7Vzpf48gmi9AHy9+f+CVZTSXksKS+NJtIz4VdE0Id+DNF7jyONeSwiS+ce4Ro3uJV6pEkpLYW5Ul2o6cEXkxY+AJRxmiU=</latexit>

SDpooled =

r
SD2

1 + SD2
1

2

効果小：0.2 
効果中：0.5 
効果大：0.8

改めて２

どんな検定を用いるか？
事後分析：Post hoc　検出力分析

事前分析：A priori　サンプルサイズの設計

「何も特別なことは起こっていない」 
（帰無仮説：差があるとはいえない） 

という事象の閾値



パラメトリック

標準　医用画像の視覚評価法，p.121まとめ

サンプルサイズ
小さい 大きい

デ
ー
タ
の
対
応 なし

あり 対応ありt検定 
paired t-test

t検定 
t-test

U検定 
ウィルコクソン順位和検定

ウィルコクソン符号順位検定

n > 30

ノンパラメトリック



標準　医用画像の視覚評価法，p.120, 136

観察者名 
観察者１ 
観察者２ 
観察者３ 
観察者４ 
観察者５ 
観察者６ 
観察者７ 
観察者８ 
観察者９

ROC曲線下面積 
観察条件１ 
0.736 
0.676 
0.521 
0.754 
0.748 
0.946 
0.765 
0.551 
0.715

表５　ある観察者実験から得られた２つ目の条件のROC曲線下面積

ROC曲線下面積 
観察条件２ 
0.801 
0.845 
0.726 
0.997 
0.829 
0.908 
0.879 
0.696 
0.873

観察条件の差 
条件１－条件２ 
-0.065 
-0.169 
-0.205 
-0.243 
-0.081 
0.038 
-0.114 
-0.145 
-0.158

観察者群１ 
観察者１ 
観察者２ 
観察者３ 
観察者４ 
観察者５ 
観察者６ 
観察者７ 
観察者８ 
観察者９

ROC曲線下面積 
0.736 
0.676 
0.521 
0.754 
0.748 
0.946 
0.765 
0.551 
0.715

観察者群２ 
観察者１０ 
観察者１１ 
観察者１２ 
観察者１３ 
観察者１４ 
観察者１５ 
観察者１６ 
観察者１７

ROC曲線下面積 
0.801 
0.845 
0.726 
0.997 
0.829 
0.908 
0.879 
0.696 

観察者群３ 
観察者１８ 
観察者１９ 
観察者２０ 
観察者２１ 
観察者２２

ROC曲線下面積 
0.851 
0.892 
0.771 
0.954 
0.865

表８　同一条件で観察した３つの観察者群のROC曲線下面積
デ
ー
タ
の
対
応 なし

あり

観察条件によって観察者が違う 
その結果，人数もばらばら 
同じ人の変化が追跡できない 

|| 
対応なし

観察条件が違っても観察者が同じ 
その結果，人数は同じ 
同じ人の変化が追跡できる 

値の引き算が可能 
差の分布を考えればよい 

差の母平均の信頼区間がゼロをまたぐか否か 
|| 

対応あり



標準　医用画像の視覚評価法，p.120, 122, 136

観察者群１ 
観察者１ 
観察者２ 
観察者３ 
観察者４ 
観察者５ 
観察者６ 
観察者７ 
観察者８ 
観察者９

ROC曲線下面積 
0.736 
0.676 
0.521 
0.754 
0.748 
0.946 
0.765 
0.551 
0.715

観察者群２ 
観察者１０ 
観察者１１ 
観察者１２ 
観察者１３ 
観察者１４ 
観察者１５ 
観察者１６ 
観察者１７

ROC曲線下面積 
0.801 
0.845 
0.726 
0.997 
0.829 
0.908 
0.879 
0.696 

観察者群３ 
観察者１８ 
観察者１９ 
観察者２０ 
観察者２１ 
観察者２２

ROC曲線下面積 
0.851 
0.892 
0.771 
0.954 
0.865

表８　同一条件で観察した３つの観察者群のROC曲線下面積
デ
ー
タ
の
対
応 なし

観察条件によって観察者が違う 
その結果，人数もばらばら 
同じ人の変化が追跡できない 

|| 
対応なし

有意差なし

ノンパラメトリック



標準　医用画像の視覚評価法，p.120, 122, 136

観察者群１ 
観察者１ 
観察者２ 
観察者３ 
観察者４ 
観察者５ 
観察者６ 
観察者７ 
観察者８ 
観察者９

ROC曲線下面積 
0.736 
0.676 
0.521 
0.754 
0.748 
0.946 
0.765 
0.551 
0.715

観察者群２ 
観察者１０ 
観察者１１ 
観察者１２ 
観察者１３ 
観察者１４ 
観察者１５ 
観察者１６ 
観察者１７

ROC曲線下面積 
0.801 
0.845 
0.726 
0.997 
0.829 
0.908 
0.879 
0.696 

観察者群３ 
観察者１８ 
観察者１９ 
観察者２０ 
観察者２１ 
観察者２２

ROC曲線下面積 
0.851 
0.892 
0.771 
0.954 
0.865

表８　同一条件で観察した３つの観察者群のROC曲線下面積
デ
ー
タ
の
対
応 なし

観察条件によって観察者が違う 
その結果，人数もばらばら 
同じ人の変化が追跡できない 

|| 
対応なし

有意差あり

パラメトリックパラメトリック

信頼区間



標準　医用画像の視覚評価法，p.120, 122, 136

デ
ー
タ
の
対
応 なし

有意差あり

有意差なし
ノンパラメトリック

パラメトリック

こんなんいいの？
いいんです！

検定を何度も繰り返すと 
検定も失敗する 

ということに似ている



標準　医用画像の視覚評価法，p.120, 136

観察者名 
観察者１ 
観察者２ 
観察者３ 
観察者４ 
観察者５ 
観察者６ 
観察者７ 
観察者８ 
観察者９

ROC曲線下面積 
観察条件１ 
0.736 
0.676 
0.521 
0.754 
0.748 
0.946 
0.765 
0.551 
0.715

表５　ある観察者実験から得られた２つ目の条件のROC曲線下面積

ROC曲線下面積 
観察条件２ 
0.801 
0.845 
0.726 
0.997 
0.829 
0.908 
0.879 
0.696 
0.873

観察条件の差 
条件１－条件２ 
-0.065 
-0.169 
-0.205 
-0.243 
-0.081 
0.038 
-0.114 
-0.145 
-0.158

デ
ー
タ
の
対
応

あり
観察条件が違っても観察者が同じ 

その結果，人数は同じ 
同じ人の変化が追跡できる 

値の引き算が可能 
差の分布を考えればよい 

差の母平均の信頼区間がゼロをまたぐか否か 
|| 

対応あり

有意差あり ノンパラメトリック



標準　医用画像の視覚評価法，p.120, 136

観察者名 
観察者１ 
観察者２ 
観察者３ 
観察者４ 
観察者５ 
観察者６ 
観察者７ 
観察者８ 
観察者９

ROC曲線下面積 
観察条件１ 
0.736 
0.676 
0.521 
0.754 
0.748 
0.946 
0.765 
0.551 
0.715

表５　ある観察者実験から得られた２つ目の条件のROC曲線下面積

ROC曲線下面積 
観察条件２ 
0.801 
0.845 
0.726 
0.997 
0.829 
0.908 
0.879 
0.696 
0.873

観察条件の差 
条件１－条件２ 
-0.065 
-0.169 
-0.205 
-0.243 
-0.081 
0.038 
-0.114 
-0.145 
-0.158

デ
ー
タ
の
対
応

あり
観察条件が違っても観察者が同じ 

その結果，人数は同じ 
同じ人の変化が追跡できる 

値の引き算が可能 
差の分布を考えればよい 

差の母平均の信頼区間がゼロをまたぐか否か 
|| 

対応あり

有意差あり
パラメトリック

信頼区間



シナリオ

• ２つの撮影条件でどちらの条件が診断能が高いか調べたい 

• 観察者実験で明らかにしたいのでROCによる実験を行いたい 

• 画像を何枚用意して，観察者を何人にすればよいのかを決めたい

サンプル数：2（２群）

サンプルサイズ：n（１群あたり）

サンプルサイズ：n人（１群あたり）

t検定　か　ウィルコクソンか？
対応あり　か　対応なしか？

対応あり　か　対応なしか？ AUCの比較？　FOMの比較？

期待されるAUCの差，効果量を予備実験で調べる

事前分析：A priori　サンプルサイズの設計

実験の後には 
事後分析：Post hoc　検出力分析



(b)　対応ありの母平均の検定
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図２２　ROC解析で用いられる値の範囲で推定される効果量変化 図２０　有意水準と検出力と効果量から設計されるサンプルサイズ

標準　医用画像の視覚評価法，p.128, 130

期待されるAUCの差が0.02として

標準
偏差

を0
.1と

する
と

効果量は0.2

効果量は0.2となれば

p=0.05, 1-β=0.8を
満たすには

198.2人必要標準
偏差

を0
.02

とす
ると

効果量は1.0

効果量は1.0となれば

9.93人必要

事前分析：A priori　サンプルサイズの設計



図２３　サンプルサイズの推定

(a) 効果量1.0，有意水準5%，検出力0.8，対応ありのt検定の場合

(b) 効果量0.2，有意水準5%，検出力0.8，対応ありのt検定の場合

標準　医用画像の視覚評価法，p.131

効果量が1.0ならば 

10人の観察者でよい

効果量が0.2ならば 

199人の観察者が必要



画像枚数はどれだけ必要か？

• 明確な指標はない（と思う） 

• 妥当な枚数，観察者の負担になりすぎない枚数． 

• 予備実験で一人の観察者から効果量を求め十分な効果量が確認する． 

• ．．．．．



予備実験でAUCを計算

標準　医用画像の視覚評価法，p.140，改

図31　確信度からROC曲線を生成しAUCを算出する例
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AUC 1.0

陽性：0.8 
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どちらもSD：0.1

AUCの大量生産ができそう



予備実験でAUCを計算

標準　医用画像の視覚評価法，p.140，改

estimateAUC <- function(pm, nm, sd, num){ 
 #pmは陽性の平均，nmは陰性の平均 
       #sdはそれぞれの標準偏差，numはそれぞれの回答数 
 tps <- rnorm(num, pm, sd); #print(tps) 
 tns <- rnorm(num, nm, sd); #print(tns) 
 tpgs <-rep(1, num); tngs<-rep(0, num) 
 tres <- prediction(c(tps, tns), c(tpgs, tngs)) 
 troc <- performance(tres, "tpr", "fpr") 
 troc <- performance(tres, "auc") 
 return(as.numeric(troc@y.values)) 
}

様々な条件でAUCを量産
条件１のAUCの平均とSD 条件２のAUCの平均とSD

サンプルサイズ30のときの 
効果量が推定できる

AUCの差が決まる

それぞれの群のAUCのSDは サンプルサイズに依存



予備実験でAUCを計算

標準　医用画像の視覚評価法，p.140，改

repeatEstimation<-function(ma, mb, sd, num, iter){ 
#ma：陽性群の平均，mb：陰性群の平均 
#sd：それぞれの標準偏差，num：画像枚数 
#iter：試行回数（観察者の人数） 

 auclist <-c() 
 for (cnt in 1:iter){ 
  tmp<-estimateAUC(ma, mb, sd, num) 
  #print(tmp) 
  auclist <- c(auclist, tmp) 
 } 
 return(auclist) 
}

様々な条件でAUCを量産：20回
条件１のAUCの平均とSD 
陽性の確信度の平均：0.6 
陰性の確信度の平均：0.4 

SD：0.3 
画像数：30+30

条件２のAUCの平均とSD 
陽性の確信度の平均：0.7 
陰性の確信度の平均：0.3 

SD：0.3 
画像数：30+30

　　AUCの平均と標準偏差 
条件１　0.694, 0.064 
条件２　0.825, 0.054



予備実験でAUCを計算

標準　医用画像の視覚評価法，p.140，改

effectsize <- function(dat1, dat2){ 
 #２つの群の分布から 
 #簡易的にCohen’s dを求める 
 diff <- abs(mean(dat1)-mean(dat2)) 
 sds <- sqrt((sd(dat1)*sd(dat1)+sd(dat2)*sd(dat2))/2.0) 
 return (diff/sds) 
} 

eslist <- c() 
for (n in 1:100){ 
 cond1auc <- repeatEstimation(0.6, 0.4, 0.3, n, 20) 
 cond2auc <- repeatEstimation(0.7, 0.3, 0.3, n, 20)  
 eslist <- c(eslist, effectsize(cond1auc, cond2auc)) 
}

条件１のAUCの平均とSD 
陽性の確信度の平均：0.6 
陰性の確信度の平均：0.4 

SD：0.3 
画像数：30+30

条件２のAUCの平均とSD 
陽性の確信度の平均：0.7 
陰性の確信度の平均：0.3 

SD：0.3 
画像数：30+30
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効
果
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赤：100人の試行を１回 
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やみくもに枚数を増やしても 

効果の上昇は小さい



観察者実験が終わりました 
あとは統計処理！

p値を出す：不等号では書かない 
信頼区間を書く 

効果量と検出力も明らかにする



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
power.t.test(n=8, delta=0.37015, sig.level=0.05, power=NULL, type="paired")

（実験結果１） 
AとB２つの観察条件でAUCの値の平均に違いがあるか比較した． 
対応ありのt検定で行った．効果量は0.37015, サンプルサイズは8であった．p=0.05で検定した． 
有意差は出たけど，この場合の検出力はいくらか？

標準　医用画像の視覚評価法，p.126拡張

検出力が0.1467と低い 
なので有意差はあったけど 
これはたまたま（１－β）で 
あまり信用できないだろう

１－β を改めて 
β：第２種の誤り 

本当は「ある」のに「ない」という間違
い 

つまりぼんやり「見落とし」 

１－βなので 
見落としていない確率

つまり検出力が0.1467とは 
見落としていない確率が0.1467



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
power.t.test(n=8, delta=0.37015, sig.level=0.05, power=NULL, type="paired")

（実験結果１） 
AとB２つの観察条件でAUCの値の平均に違いがあるか比較した． 
対応ありのt検定で行った．効果量は0.37015, サンプルサイズは8であった．p=0.05で検定した． 
有意差は出たけど，この場合の検出力はいくらか？

標準　医用画像の視覚評価法，p.126拡張

検出力が0.1467と低い 
なので有意差はあったけど 
これはたまたま（１－β）で 
あまり信用できないだろう

１－β を改めて 
β：第２種の誤り 

本当は「ある」のに「ない」という間違
い 

つまりぼんやり「見落とし」 

１－βなので 
見落としていない確率

つまり検出力が0.1467とは 
見落としていない確率が0.1467

これは論文になるのか？

意図的に隠蔽？！



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
power.t.test(n=25, delta=0.1215, sig.level=0.05, power=NULL, type="paired")

（実験結果２） 
AとB２つの観察条件でAUCの値の平均に違いがあるか比較した． 
対応ありのt検定で行った．効果量は0.1215, サンプルサイズは25であった．p=0.05で検定した． 
有意差は出たけど，この場合の検出力はいくらか？

標準　医用画像の視覚評価法，p.126拡張

サンプルサイズの設計では199人必要だったのに 

２５人でしか実験できなかった 

（２５人で有意差が出たのでやめた！）
 

当然，検出力が不足する 
検出力が0.1850255



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
power.t.test(n=25, delta=0.1215, sig.level=0.05, power=NULL, type="paired")

（実験結果２） 
AとB２つの観察条件でAUCの値の平均に違いがあるか比較した． 
対応ありのt検定で行った．効果量は0.1215, サンプルサイズは25であった．p=0.05で検定した． 
有意差は出たけど，この場合の検出力はいくらか？

標準　医用画像の視覚評価法，p.126拡張

サンプルサイズの設計では199人必要だったのに 

２５人でしか実験できなかった 

（２５人で有意差が出たのでやめた！）
 

当然，検出力が不足する 
検出力が0.1850255

これは論文になるのか？

意図的に隠蔽？！



install.packages("pwr") 
library(pwr) 
power.t.test(n=25, delta=0.1215, sig.level=0.05, power=NULL, type="paired")

（実験結果２） 
AとB２つの観察条件でAUCの値の平均に違いがあるか比較した． 
対応ありのt検定で行った．効果量は0.1215, サンプルサイズは25であった．p=0.05で検定した． 
有意差は出たけど，この場合の検出力はいくらか？

標準　医用画像の視覚評価法，p.126拡張

サンプルサイズの設計では199人必要だったのに 

２５人でしか実験できなかった 

（２５人で有意差が出たのでやめた！）
 

当然，検出力が不足する 
検出力が0.1850255

これは論文になるのか？

意図的に隠蔽？！



有意差が「ある」と言っても？
• 死んだサーモンのfMRIでも賦活領域に統計的有意差ありとでる

C. Bennett, A. Baird, M. Miller, G. Wolford. Neural correlates of in- terspecies perspective taking in the post-mortem atlantic salmon: An argument for proper 
multiple comparisons correction. Journal of Serendipitous and Unexpected Results, 1:1-5, 2010. 

検出力で否定できる



有意差が「ない」と言っても？
• 有意差が「ない」は「差がない」ではなく「差があるとはいえない」

The increases ranged from 43% to 107% for pedestrian accidents and 72% to 123% for bicyclist accidents. Over half of the accidents in 
which a vehicle turned right at a signalized location after the adoption of Western RTOR involved a right turn on a red signal. *

* D. F. Preusser, W. A. Leaf, K. B. DeBartolo, R. D. Blomberg, M. M. Levy. The effect of right-turn-on-red on pedestrian and 
bicyclist accidents. Journal of Safety Research, 13:45―55, 1982. 

論文から切り取って説明するのはよくないですが．．．

有意差がない　＝　差がない　（ここが間違い！）　 
＝　赤信号で右折（日本なら左折）しても事故は増えない
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過去の調査では有意差なし



有意差が「ない」と言っても？
• 有意差が「ない」は「差がない」ではなく「差があるとはいえない」

The increases ranged from 43% to 107% for pedestrian accidents and 72% to 123% for bicyclist accidents. Over half of the accidents in 
which a vehicle turned right at a signalized location after the adoption of Western RTOR involved a right turn on a red signal. *

* D. F. Preusser, W. A. Leaf, K. B. DeBartolo, R. D. Blomberg, M. M. Levy. The effect of right-turn-on-red on pedestrian and 
bicyclist accidents. Journal of Safety Research, 13:45―55, 1982. 

論文から切り取って説明するのはよくないですが．．．

有意差がない　＝　差がない　（ここが間違い！）　 
＝　赤信号で右折（日本なら左折）しても事故は増えない

同等性，非劣性の統計

過去の調査では有意差なし
「右折可」になって改めて調査すると有意に事故が増えた



まとめ
• 事前分析：サンプルサイズの設計．そのためには効果量が必要． 

• 効果量の算出には標本の平均と標準偏差が必要になる． 
• それは事前の予備実験や論文で調べておく必要がある． 
• どんな検定を用いるのか決める必要がある． 
• 倫理委員会に提出する計画書にはそれなりの記述が必要である場合が多い． 

• 事後分析：検出力を明らかにする（１－βの計算） 

• 用いたデータの効果量が必要．Cohen’s dが用いられる． 
• 論文ではp値だけではなく効果量と検出力の両方の記載が求められる． 

• 厳格な統計基準を用いるとサンプルサイズはかなり多く必要 

• サンプルサイズ＝費用なので大変です． 
• しっかりした設計は無駄な実験や費用を減らすと考えましょう．

Power Analysisは必須

有意水準 
（p値，α）

サンプル 
サイズ

効果量検出力 
（１－β）



p値に関する12の誤解 *
1. 　p = 0.05 ならば，帰無仮説が真である確率は 5% しかない． 
2. 　p ≥ 0.05 のような有意でない結果は，グループ間に差がないことを意味する． 

3. 　統計的に有意な発見は客観的に重要である． 
4. 　p値が0.05より大きい研究と小さい研究は矛盾する． 
5. 　p値が同じ研究は帰無仮説に対して同等の証拠を提供する． 
6. 　p = 0.05 は、帰無仮説のもとで 5% しか起こりえないデータを観察したことを意味する。 
7. 　p = 0.05 と p ≤ 0.05 は同じことである． 

8. 　p 値は不等式の形で書かれるべきものである(例えば，p = 0.015 のときは p ≤ 0.02 とする)．  

9. 　p = 0.05 は，帰無仮説を棄却したとしたら，第一種の誤りの確率が 5% しかないことを示す．  
10.　有意水準 p = 0.05 の下で，第一種の誤りの確率は 5% になる． 
11.　ある方向を向いた結果やその方向の結果がありえない差異を気に留めないのであれば，片側の p 値を用いるべきである．  
12.　科学に関する結論や処置の方針は p 値が有意であるかどうかに基づくべきである．

* S. N. Goodman. A dirty dozen: Twelve p-value misconceptions. Seminars in Hematology, 45:135―140, 2008.

https://repun-app.fish.hokudai.ac.jp/pluginfile.php/6536/mod_resource/content/1/ダメな統計学.pdf 
p.44, 訳者コラム


