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1．本講 演 の 目的

行動分析 の 研究対象は ， 主 に 単
一

の個体の 行動 で あ

る．単
一一

事例実験計画（sing ！e −⊂ase 　experimen 面 design）

は ひ と つ の ケ
ー

ス か ら妥 当な推論 を引き出す た め

の 方法と して，行動分析の領域 に お い て も広 く利 用

され て い る．単
一

事例実験計画 で 得 られたデー
タ の

分析は，主 に データ をグラ フ 化 して 目で 見て 判断す

る ， 視覚的判断（Vis．　ual 　inspection）とい う方法に よ っ て

行われ て き た ．し か し ，
こ の 視覚的判断とい う方法

は ， 方法が客観的で な い
， 他 の 評定者 ・方法との 分

析 結果が
一

致 し な い ，と い っ た 問題 も指摘 され て い

る．そ こ で ，視覚的判断 に 代わ る もの ，あ るい は こ

れ を補佐するも の と して ， 単
一

事例実験デ ー
タ へ の

統計的方法の適用 が提案されて い る．本講演で は ，

こ うして 提案 され た統計的 手 法 の うち，代表 的な も

の を紹介 し，そ の 長 所と問題点 を述べ る，

2．データに おける系列依 存性 （ser 　ialdependenGy）

シ ン グル ケ
ー

ス データ は ，基本的に ひ とっ の 被験体

に っ い て 繰 り返 し測定 を行 っ た 時系 列デ
ー

タ で あ

る．こ うした 時 系列 に 沿 っ て 測定 され た 結 果 には ，

相 互 に柑関関係 を示す傾 向が あ る，っ ま り，時間軸

に沿 っ て 集め られた デー
タ で は，あ る 時点 で の 被験

体 の デー
タか ら同 じ系 列 の 次 の 時点に お け る そ の

被験体 の 状 態 を あ る程度 予 測 で きて し ま うの で あ

る．そ の よ うなデー
タは系列依存性が あるデー

タ と

い われ る．こ の 系列依存性が ，シ ン グル ケ
ー

ス デー

タ の 特徴で あ り，デ ー
タ の 分析を困難 にす る原因 と

な っ て い る．デー
タに存在す る 系列依存性 の 程度は，

そ の デ
ー

タ の 自 己相関（Autocorrelation）を調 べ る こ と

で推定 で きる．ラ グ 1 の 自己相関が も っ ともよく系

列依存性 を表す の で ，デー
タ の 系列依存性 の 評価に

は ，ラグ 1 の 自 己相関が有意な数値 を示すか どうか

を調 べ ればよい σ〈・zdin ，1982，1984），有意な数値が得

られ た とき は ， デー
タに系列依存性が ある とい うこ

とにな る．デー
タに系列依存性が ある場合，視覚的

判断を行 う際の バ イア ス に な る し ， デ
ー

タ相互 間の

独 立 性 の 仮定を満た さな くな る の で ，
パ ラ メ トリッ

ク な統 計的検 定の 利 用 は 深刻 な問題 とな る（Busk

＆ Marascuilo
，
1992；1くazdin，1984）．

3．テ ィ検定 ・分散分析

単一事例実 験デ
ー

タを分析する統計的検定と して

初 めに考え られた の が，グル ープ比較研 究 で な じみ

の 深 い 分散分析法の適用で ある．しか し ， こ れ に は

直ち に激 しい 批 判が起 こ っ た ，前述 の よ うに，単
一

事例実験デー
タは系列依存性 を持っ 可能性 が あ り，

系列依存性 の あ るデー
タは分散分析の 前提条件

か ら著 しく逸脱 す る．すなわ ち，誤差 の 独 立 性 の 仮

定を満た さな くな る．よっ て ， 単
一

事例実験デー
タ

へ 分散分析 の 適用は適切 で はな い とされた．

　それ で も， シ ン グル ケ
ー

ス デー
タ へ 分散分析を適

用で きる よ う，い くつ か の 提案がな された，

　 GenUle，　R ・den ＆ Klein（1972）は ， 系列依存性を緩和

する手続 きと して ， ABAB デザ イ ン に お い て ，隣 り

合わな い フ ェ
ーズ で あ り同

一
の 条件 で あ る ， 2 つ の

A 期 と 2 つ の B 期をそれ ぞれ 合計 し，それ らを 比 較

す る 方 法を提案 した．1くazdin （1982，1984）1ま，系列 依

存性 を ラ グ ユの 自 己 相 関が有意に な る か ど うか に よ

っ て 判定 し，有意に な らなけれ ばテ ィ検定や エ フ 検

定を適用 で き る と した ．Huitema （1985，1986a）は 自ら

の 調 査 を も とに，シ ン グル ケ ース デー
タにお ける 自

己相関 は有意な もの で はない か らテ ィ検定や エ フ

検定 を利 用 して もよい と主張 した．

　 しか し，
こ う し た提案も厳 しく批判 され て い る．

Gendle　 et　al．の 方法 を用 い て も系列 依存性 の 問題 は

解消 され な い し ， ラ グ 1 の 自 己 相 関が低 い 場合で も ，

もっ と大きな ラ グの 自己相関 は 高い か も しれ ない ．

そ うした場合，分散分析 を用 い て も第 1 種 の 誤 りと

第 2 種の 誤 りを統制す る こ と は で きない （Hartmmln ，
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ド・

t974；1〈ratochwM 　et　a1．1974；Michael，ユ974；Thoresen ＆

Elashoff，　1974），ま た ，1〈azdin と Huitemaの 意見にっ

い ては次 の よ うな批判がある，有意にな らな い がゼ

ロ で な い 自己相関が存在するときは ， 分散分析の結

果は 大き く歪む．小 さい サ ン プル サイズ で 自己相関

の 有意性検定を行 っ て も，検定力 が低 く有意に なら

な い ．しか し，有意に ならな い か らとい っ て ， シ ン

グル ケ
ー

ス デ
ー

タ に おけ る自己相関 の 存在を否 定

す るこ とはで きない （Busk＆ Maras⊂Ui1・，1992）．

4．時系列分析 （interrupted 　time　series 　analysis ）

単
一

事例 実験 デー
タ へ の 分 散分析 の 適 用 は 理 論的

に 大 きな問題 があ っ た．そ こ で ， 代わ りに提案 され

た の が時系列分析σTSA ）で あ る（e．移 Box ＆ Jeukins，

1970；Glass・et・al．，1975；Hartmm 　et　aL，1980 ）．こ の 方法が

有効な の は，デ
ー

タに 系列依存性 が あ っ て も分析を

行 うこ とが で きる点 に ある．それ は，ARIMA モ デ

ル や ARMA モ デ ル な どの 時系列 モ デル を当 て は め

る こ とに よ り， デ
ー

タか ら系列依存性 の 影 響を取 り

除い て か ら検定 を行 う こ とが で きる た め で ある．時

系列分析 の 問題 点は，そ の 理論が複雑で難 し い こ と

と，適切なモ デル フ ィ ッ トの ため に は か なり多 くの

デー
タポイ ン トが必要にな る こ と で あ る，ま た ，複

雑なモ デ ル ほ ど実際 の デー
タを よ く表現するが，パ

ラ メ タが多 くなる と，推定に必要 なデ
ー

タ数が飛躍

的に増える，

　Box　＆Jenltins（ユ970）は各 フ ェ
ーズ に最低 50・vloo 個

のデー
タがある こ とが望 ま しい と し て い る．同様 に ，

G 正ass　et　aI．（1975）は 50〜75個 の デ
ー

タが 必 要と述べ て

い る．最近の研 究で は，Crosbie（1993）が よ り少ない

デ
ー

タ で適用で きる時 系列分析（rrsAcORR ）を提案

して い る が ， そ れで も第 1 種の 誤 りを統制 し， 適 切

な検定力を得る た め に は 各 フ ェ
ーズ に 25 個以上 の

デ
ー

タが 必 要で あ る と して い る，

5．C統計に よる処理効果の 検定

時系 列分析 に お け る データ ポ イ ン トの 問題 を解消

す る方法 と して ， Tryon（1982）は C 統計による処理効

果 の 簡便な検定法を提案 した ，こ の 方法 で は ， 各 フ

ェ
ーズ に最 低 8個の デ ータ があれ ば検定を行 うこ と

がで き る．C 統計 の 利用 に は 批判 もあ る（Blumberg ，

1984；Crosbie，ユg8g）が ，

一
方 で ，べ 一

ス ライ ン 期に傾

向が な い デ
ー

タに対 して 適用する場 合に は 有効な

手法 とな り うると い う意見 もあ る （河合，1996； 河合

ら，1987 ； 桑 臥 1993b）．そ の 方法 と は次 の よ うな手続

きをと る，

　まず，ベ ー
ス ライ ン 期 の デー

タ か ら，標 準化 した

C 統 計量 で あ る Z の 値を求め る，こ の Z が有意に な

るか どうか を Young（1941）の 表を用 い て確認する．

有意にな らな か っ た ら，ベ ース ラ イ ン に トレ ン ド（上

昇や 下降 とい っ た ベ ース ラ イ ン に お け る傾 向）は な

い とみ なす ．次 に ，べ 一ス ラ イ ン 期 と処 理 期 の 両 方

の デー
タを使 っ て 同様 に Z を 算出，そ の 有意性 検定

を行 う．こ こ で ， 有意に な っ た ら，処 理 の 効果あ り

と判断する．問題 は ベ ー
ス ラ イ ン 期 の デー

タ の トレ

ン ドが有意にな っ た場 合 で あ る．こ の 場合，次 の ス

テ ッ プ の 解釈が困難にな る こ とを T エyon 自身 も認 め

て い る．

6．ラ ンダマ イゼーシ ョ ン 検定

シ ン グ ル ケ
ー

ス デ
ー

タ へ の パ ラ メ トリ ッ ク な統 計

的検 定 の 適用 に つ い て は，理 論的，実用 的 に 問題 が

あっ た．そ こ で，デ
ー

タ相互 の 独 立性 の 仮 定 ， 分布

の 仮 定 を必 要と し な い ノ ン パ ラメ トリ ッ ク な統 計

的検 定 を シ ン グル ケ
ー

ス デ ー
タ に適 用 す る こ とが

考え られた．特 に多くの 研 究者か ら推奨され て きた

の が ラ ン ダマ イゼ
ー

シ ョ ン 検定で ある（Busk ＆ M 肛 か

scUilo ，1992；Edgington，1967，1987，1992； Levin，Maras ⊂uilo

＆ Hubert，ユ978；Walnpold ＆ Furlon魯 ユ98 ユ）．

　ラ ン ダ マ イゼ
ー

シ ョ ン 検定 の 理 論 は非 常 に シ ン

プル で，条件 を ラン ダ ム に 振 り分け る こ とだ けを前

提 と し て い る．こ の 検定 の 目的は ，処 理 の 効果 が な

い とい う仮説 の もとで 実験か ら得 られた統計量が ，

可能な ラン ダム 振 り分け の 組み合わ せ の ，それ ぞれ

で算出 される統計量 と比 べ て どれだ け極端な値か

を明 らか にす る こ と にあ る．通常 の 検定 と違 っ て ，

母集団 か らの デ
ー

タ の ラ ン ダ ム 抽 出を前 提 と し な

い し，系列依存性 も問題に しない ．様 々 な単
一

事例

実験計画 の デザ イ ン に適用で きるよ うに ， 種 々 の ラ

ン ダ マ イゼ
ー

シ ョ ン 検定が開発 され て い る，
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