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反 応 誤 差 に も と つ く数量 解 析 の 歪 み1
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態 度測 定 や 適 性 検 査,医 学 の 診 断 な どで は,反 応 誤 差

が重 要 な 問題 に な って い るに も拘 わ らず,そ の処 理 方 法

に つ い て は,ま だ,は っ き りした もの が 出 され て い な い.

即 ち,あ る実 験,調 査,診 断 が な され た 時,被 験 者 の反

応 が真 の 反応 で あ るか 否 か とい う問 題 は 人 間 を そ の 実

験,又 は調 査 対 象 とす る限 り必 ず つ き ま と う.そ こ で

は,真 な る もの を測 定 す る事 が 同時 に又,誤 差 を 測 定 す

る事 につ な が っ て来 る の で あ る。 とは い え,我 々は,た

また ま,何 の疑 問 もな く この 種 の誤 差 を 無 視 し,一 度 得

られ た デ ー タ に伝 統 的 な統 計 分 析 を ほ ど こ し,そ れ を解

釈 す るだ け で,一 度 分 析 され た デ ー タ の 信頼 性 に つ い

て,少 し の疑 問 も持 た な か った の で あ る.デ ー タに は 必

ず 誤 差 が つ き も の で あ る.だ か ら とい って,従 来 の よ う

に,そ の誤 差 を数 量 と して処 理 した り,分 散 と して 処 理

す るだ け で は 現 象 に関 す る単 な る説 明 の一 部 に しか な り

得 ず,全 体 の現 象 を 明確 に把 握 し分 析 した 事 に は な らな

い.誤 差 に も,い ろい ろ な種 類 が あ る が,こ こで は 反 応

者 自身 に,こ の種 の 問題 をむ け て み よ うと 思 う.つ ま

り,あ る状 況 の 中 の そ の時 点 に おけ る被 験 者 の 反 応 の 変

動 に注 目し,「 測 定 値 が変 動 して い る」 と い うこ と,即

ち,測 定 値 の変 動 を反 応誤 差 と見 做 す の で あ る.つ ま

り,測 定 値 が変 動 して い る時,し か も,そ の 変 動 値 が か

な り大 き い時 に,デ ー タ の解 釈 に重 大 な 誤 りを 犯 す ので

あ る.「 測 定 値 が変 動 して い る」 とい う こ と の 意 味 を,

詳 し く言 え ば,集 団 内 の あ る測 定 値 の 分 散 に 比 べ,そ の

測 定 値 の 変 動 の 分 散 が 無 視 出 来 な い ほ ど大 きい とい うこ

とで あ る.

測 定値 が 変 動 して い る とい うこ とが 明 らか な よ うな例

を あ げ て み よ う.た とえ ば,質 的 な 分 類 で 測 定 値 が と ら

れ て い る場 合 を 考 え,回 答 を+又 一 の カ テ ゴ リー に分 け

た とす る.本 来,+で あ る も のが 測 定 で+と 反 応 す る確

率,本 来 一 で あ る も のが 測 定 で 一 と反 応 す る確 率 とい っ

た も のを 考 え,そ の場 合,+の 確 率,一 の確 率 が 測 定 で

各 々1で あれ ば測 定 誤 差 は な い と見 て も よい の だ が,事

実 上,そ うは 行 か な い の が 普 通 で あ る.も し,測 定 で+

の確 率 が デ ー タに よ って0.6だ とす れ ば,確 率 の 定 義 に

よ って, 0.4だ け の 変 動 が 起 る こ と が 判 明 す る.こ の

種 の 変 動 を 考 慮 す る こ とな く,得 られ た デ ー タに 伝 統 的

な 分 析 を ほ ど こ して も,そ の 分 析 に 歪 み が 見 えて くるの

は 当 然 で,そ こで 解 釈 され た も のに 疑 問 が の こ る.我 々

は,そ の 変 動 に 注 目す る ので あ る.こ の よ うに して,変

動(こ れ を 我 々は 反 応 誤 差 と呼 ぶ)を 考 え る こ とに よ り,

伝 統 的 な 分 析 方 法 が 変 え られ な け れ ば な らな くな り,そ

の 解 析 方 法 もお の ず と異 な って 来 るの は 当 然 の事 で あ る.

この論 文 の趣 旨は 以 上 の よ うな 観 点 か ら,従 来 の伝 統

的 分 析 法 に従 って デ ー タを 分 析 す る場 合 に 生 起 す る歪 み

を 問題 に し,こ の 種 の 歪 み を 修 正 す る方 法 を 考 え,そ の

検 証 を 行 な う事 に あ る.こ れ は,反 応 そ の も の に対 す る

信 頼 性 を あ ま り考 慮 しな か った 現 在 ま で の測 定 方 法 に対

して 一 つ の 再 検 討 を 試 み る も の で あ り,伝 統 的 デ ー タ解

析 に と って 弱 点 で あ った 誤 差 処 理 の 問題 を解 決す る た め

に 提 案 され た 反 応 誤 差 モ デル の一 つ で あ る.こ の モ デ ル

は 追 試 実 験,又 は 調 査 の 困難 な社 会 現 象 及 び心 理 学 研 究

に と って 大 きな 貢 献 にな る も の と思 わ れ る.

以 下 に の べ るモ デ ル は,誤 差 の逐 次 消 去 法 に よる逐 次

近 似 の 理 論 に よ って 作 成 され た も ので あ る.

Ⅰ　反 応 誤 差 を修 正 す る た め の確 率 モデ ル

あ る質 問 に 対 す る反 応 を 確 率 的 にお こ る部 分 と決 定 論

的 に お こ る部 分 とに 分 け た とす る.反 応 が 確 率 的 にお こ

る とい うの は 一 見 お か しい 事 の よ うに 思 え るが 態 度 測 定

を 実 施 して み る と相 当 の 部 分 が こ の よ うな反 応 を し てい

る と思 わ れ るふ しが あ る.つ ま り,同 じ質 問 の結 果 を ク

ロス して み る時,相 関 表 は,相 当,散 る の であ るが,周

辺 の 分 布 は 一 致 し てい る事 が 多 い.そ こ で,理 論 を考 え

る時,簡 単 にす るた め,あ る質 問 で の反 応 が(yes, no)

のパ タ ー ソの も の につ い て考 え てみ る.そ のた め に,こ

の問 題 に入 る前 に数 量 化 につ い て述 べ る必 要 が あ る.と

い うのは,数 量 化 理 論 に よ っ て得 られ る デ ー タ の 種 類

は,全 部(yes, no,又 は1, 0)パ タ ー ン 形 式 の も の で

あ るか らで あ る.さ て,測 定 に よ って 得 られ る標 識(ひ

1 本 研 究 は 第31回 日本心 理 学 会 大 会 シ ソ ポ ジ ウ ム,

「行 動科 学 の理 論 と方 法」 とい う題 目の 下 に 発 表 され た

もの を基 に した もの で あ る.
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とつ の実 験,又 は 調 査 に おけ る 目的 に応 じた一 定 の 目や

す が 他 の も の と区別 し得 る よ うな もの)に は数 量 の もの

と数 量 で な い(質 的 な もの,分 類 で 与 え られ る もの)も

の とが あ る.こ れ らを,と もに 「あ るア イ テ ムに お け る

カ テ ゴ リー反 応 」 と して と らえ る事 にす る.つ ま り,あ

る質 問 に対 す る反 応 とい う形 で表 現 され た もの で あ る.

まず もっ て,我 々 は測 定 量 そ の もの を 統 計 の操 作 に よ っ

て妥 当 な意 味 を持 つ量 に 変 換 して お く事 が 大 切 で あ る.

故 に,数 量 的 な 測定 で あ って も 「ア イ テ ム ・ カ テ ゴ リ
ー」 反 応 に還 元 して お くの で あ る.こ うす るに 当 って,

測 定 誤 差 を考 慮 し妥 当 な カ テ ゴ リー を設 定 す る事 が 出 来

る.

TABLE 1

Probability table

TABLE 2

True value

TABLE 3

Data

こ の よ うに して 出来 た 「ア イ テ ム ・カテ ゴ リー」 に 対

して 目的 に沿 っ た数 量 化 を 考 え る事 に す る.つ ま り,「ア

イ テ ム ・カ テ ゴ リー」 に対 して メ ト リッ クを導 入 し,新

しい 空 間 を作 り出す 事 に な る.測 定 空 間 に メ ト リッ クを

導 入 す る にあ た っ て の基 本 的 な 構 造 は,「 ア イ テ ム ・カ

テ ゴ リー」 に 対 す る反 応 と して現 象 を と ら え,δi(jk),

δi(j)で表 現 し,こ れ が{1,0}パ ター ンを と る とい う シ

ス テ ムを と るの であ る。 そ こ で,も し,そ こ に,反 応 誤

差 が あ れ ば ど うな る で あ ろ うか.

こ の時,δi(jk),δi(j)は{1,0}パ タ ー ン を とる こ と

な く確 率 を と る の で あ る.簡 単 に い え ば,δi(jk)=pjk,

δi(j)=Pjと い う形 で あ る. iは 一 般 に 人 を表 現 す る の

で,ア イ テ ム ・カ テ ゴ リー に対 す る反 応 は人 に依 存 しな

い と考 え る ので あ る. fに も依 存 す る と仮 定 す る の で は

複 雑 に な りす ぎ る. iに 依 存 しない とす る こ とが 単 純 す

ぎ る とす れ ば,つ の 集 団 をい くつ か の組 に分 け,各 々 の

組 の中 で はiに 依 存 せ ず, pjkは 各 々の 組 の 問 で は異 な

って い る とい うモ デル にす る のが 望 ま しい.そ こ で,ア

イ テ ム問 の 反 応 誤 差 を ど の よ うに こ の数 量 化 の単 純 モ デ

ル に関 係 づ け るか が 問 題 とな る.各 ア イ テ ム問 で確 率 的

反 応 は 独 立 にお こ る とす る の で あ る.つ ま り,本 来+で

あ る もの が,デ ー タで は 一 で あ らわ れ る こ とも あ る し,

+で あ らわ れ る こ とも あ る.こ のあ らわ れ 方 が 確 率 に よ

って 表 現 され,何 回 も反 応 を とる時,確 率 論 的 意 味 で独

立 にあ らわ れ る,と い うモデ ル を考 え る こ と にす る の で

あ る.従 って,反 応 誤 差 一そ の確 率 的 表 現 とい う立 場 に

立 てば 独 立 とい う考 えは 妥 当性 が あ る だ ろ う.も し,独

立 で な い ア イ テ ムが あ れ ば,そ の アイ テ ムを 結 合 し て

(jア イ テ ム,kア イ テ ム が独 立 で な い とす る)一 つ の

ア イ テ ム と考 え,δi(jklm)=pjkzmと い う形 で 処 理 す

れ ば独 立 した場 合 と同 様 に と りあ つ か う事 が 出来 る.

さ て,数 量 化 の外 的 基 準 に は 反 応 誤 差 が な い の が 普 通

で あ る.一 方,そ れ と関 係 づ け られ るべ き要 因 の反 応 パ

タ ー ン には 反 応 誤 差 が 含 ま れ る と考 え ら れ る.こ の 場

合,δi(jk)=pjkの よ うに表 現 す れ ば{1,0}シ ス テ ムの

時 と,全 く同 様 に計 算 出来 る.jア イ テ ム には 角 カ テ ゴ

リ ー が あ る と す る.勿 論, で あ る.も し,反

応 誤 差 が あ る場 合 に も,こ れ を な い と して計 算 した と し

て も精 度 が お ち るだ け で,こ の ま ま では,あ や ま った 結

論 に は 導 か れ な い.は っ き りした 外 的 基 準 に対 して要 因

を 多 次 元 的 に射 影 す る こ とを考 え て い る の で,そ の 限 り

に お い て 誤 差 が あ った と して も,そ の誤 差 は偏 った結 論

を 与 え な い.傾 向が ぼ け て来 る だけ で あ る.我 々 と して

は,δi(jk)=pjk,δi(j)=pjの シ ス テ ム を 用 い て分 析 し

な け れ ば な らな い.

以 下 は 質 的 な 分 類 で 測 定 値 が と られ てい る場 合 だけ を

考 え よ う.あ る特 定 の 人 づを と らえて,そ の人 のpjkを

ど う計 算 す るか を 以 下 に表 示 し なが ら解 説 す る.
一 番 簡 単 な 場 合 は(+

,-)の 二 つ の カ テ ゴ リーで 反

応 が と られ て い る場 合 で あ るが,こ こで はiと い う人 の

反 応 が(+,±,-)の 三 つ の カ テ ゴ リーで あ る場 合 を 例

示 す る事 に す る.

本 来+の も の が+と デ ー タ で 反 応 す る確 率p++,± と

反 応 す る確 率p+±,一 と 反 応 す る 確 率p+-,を 表 示 し

た の がTable 1で あ る.こ の マ ト リ ッ ク スPは わ か っ

て い る も の とす る.し か し,こ れ を た だ ち にpjkと す る

こ と は 出 来 な い.本 来,ど の 型(+,±,-)に 属 し て い

る の か 未 知 だ か ら で あ る. iと い う 人 が,例 え ば デ ー タ

で+,あ る い は 土,又 は-と 反 応 し て い る こ と は デ ー タ

か ら判 明 し て い る.

しか し,+と 反 応 して い るか らp++, p+±, p+-の 確 率

が そ の ま ま使 え るか とな る と,そ れ は無 理 で あ る.何 故

な ら,こ れ は 本 来+の も の の示 す 反 応 確 率 で,デ ー タ で

+と 示 した もの の反 応 確 率 で は な いか らで あ る.デ ー タ

で+と 反 応 して い る とす れ ば,こ の デ ー タか ら本 来 は+
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と反 応 して い る べ き確 率 を 求 め,こ れ を 用 い る の で あ

る.

TABLE 4

Probability table

即 ち,デ ー タ の+,±,-か ら 本 来 の+,±,-に 帰

因 す る確 率 を 求 め,こ れ を 用 い る と い う事 で あ る.デ ー

タ で+で も δ+(j+)=1で な く,δ+(j+)=+Pj+,δ+(j±)

=+pj±,δ+(j-)=+pj-,を 用 い,こ の+pjkに は 帰

因 確 率 を 用 い る の で あ る.

こ の よ うに考 え る こ とが δi(jk)を 確 率 化 す る方 法 で

あ る.こ の帰 因確 率 を計 算 す る には 以 下 の如 くす る.

テ ス ト-再 テ ス トで,本 来 十 の も の がn(+),± の も

の がn(±)-の も の がn(-)と し て お こ う.つ ま り,

本 来 は テ ス ト ー 再 テ ス トで 測 定 誤 差 が な け れ ば 同 じ+,

±,-の 値 を 示 す も の と し て お こ う.勿 論,テ ス ト-再

テ ス ト と は 同 一 対 象 に 対 し て 二 回 同 じ 測 定 を 行 な う こ と

を 意 味 す る.も し.測 定 誤 差 が な け れ ば,テ ス ト-再 テ

ス トの 結 果 を 表 に し た も の が,た だ ち にTable 2と な

る 筈 で あ る.つ ま り,テ ス ト-再 テ ス トの 一 致 度 が100

(%)で あ る と い う事 で あ る.と こ ろ が,普 通 の よ う に,

測 定 誤 差 が 含 ま れ る と そ う は な ら な い. Table 3は デ ー

タ で あ らわ れ る も の とす る. Table 1を 用 い て, Table

 3の デ ー タ は(1)の よ う に 出 現 す る の で あ る.

(1)

注

{}́ は転 移 行 列 を あ らわ す.

(1)式 を テ ス トー再 テ ス トのデ ー タか ら実 際 に解 くた

め に は 近 似 法 に よ っ てP及 びm(+), m(±), m(-)を 求

め る の が よ い.つ ま り, Pの 要 素pijのt次 近 似 古pij,

 mrのt次 近 似tnrが わ か れ ば(t+1)次 近 似t+1pij,

 t+1m
rは そ れ ぞ れ,

と お き,上 に 示 し た 式 のpij, nrの と こ ろ にt+1pij, t+1mr,

を 代 入 し,tpij, tnrを 既 知 と し, Δ に 関 す る 二 乗 以 上 の

項 を 省 略 し, ΔtPij, Δtmrに 関 す る 一 次 式 と し て こ れ を

解 き Δtpij, atm,を 求 め, t+1Pij, t+imrを 算 出 す る.さ

らに(t+2)次 近 似 を 求 め る た あ に 上 述 の 過 程 を 繰 り返

し Δt+1を 求 め る とい う方 式 を と る.と こ ろ が,上 式

で,一 般 に こ れ を 求 め る こ とは 出 来 な い.そ こ で, P行

列 の 特 殊 化 を 行 な う必 要 が あ る.

TABLE 5

Beysian probability table

今,

と お き か え る.す る と,確 率 の 定 義 に よ っ て,

故 に,

故 に,

と な り,こ れ か ら,未 知 数 は α,β, r, n(+), n(-)と

な る.こ れ を 数 値 計 算 で 使 わ れ る 逐 次 近 似 法 に よ っ て 求

め る.例 え ば,α,β に つ い て は 次 の よ うに お く.

これ を(1)の 式 に代 入 し,Δ の二 乗 以 上 を 省 略 し,逐 次

近 似 で計 算 す る.(未 知 数 α,β, r, n(+), n(-)を 実

際 に 解 くた め の 逐 次 近 似 計 算 法 は,林 知 己 夫, 1967社
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会 調 査 に お け る 回 答 誤 差, p. 499-502を 参 照 せ よ).

こ の よ うに して 計 算 され たP行 列 を 便 宜 的 にごTable 4

の よ うな 記 号 にご書 きか えベ イ ズ確 率 を計 算 す る.

Table 1とTable 4は 同 じ も の で あ り,唯P行 列 の

特 殊 化 を 行 な っ た 時 の 記 号 がTable 4で そ の ま ま 用 い

られ て い る こ と にご注 意 し て も ら い た い.さ て,反 応 確 率

の 表Pは 上 記 の 方 法 にご よ っ て 計 算 さ れ て い る と す る.

 m(+), m(±), m(-)は デ ー タ か らわ か っ て い る と す

る. n(+), n(±), n(-)も 推 定 出 来 た とす る.そ の と

き,ベ イ ズ 確 率 はTable 5の よ うにご容 易 にご計 算 さ れ る.

こ れ か ら, +q(jk)-jは ア イ テ ム で,+,±,-の 値

を と り,qは 帰 因 確 率 で あ る.-を 求 め る.つ ま り,

+と 反 応 し て い る も の のm(+)の うち,本 来+に 帰 因

す る も の はn(+)p,± に 帰 因 す る も の はn(±)s,-に

帰 因 す る も の はn(-)(1-t-u)で あ る か ら, Table 5

を そ の ま ま 用 い て 確 率 を 計 算 す る と:

これ を個 人 に 対 して 用 いれ ば 良 い.個 人 がsと 反 応 して

いれ ば確 率sq(jt)を 用 い るの で あ る.

以 上 ま で の考 え 方 を 用 い,か つ ア イ テ ム問 は,そ れ ぞ

れ 確 率 的 に独 立 で あ る と して 分 析 す る.こ の よ うにsに

反 応 した個 人 の反 応 を{1,0}で な く, sq(jt)と し,こ

れ を 数 量 化 の 数 式 中 の δi(jk)の 代 りに 用 い るの で あ る.

Ⅱ　実証的分析

ⅰ　問題

対 人 知 覚 の 印 象 形 成 事 態 に あ ず か る諸 要 因 の研 究 につ

い て 総 括 的 に 問 題 点 を 列 挙 す れ ば,以 下 の よ うに要 約 さ

れ るで あ ろ う.

1.　 表 出 的 行 動 に 基 く 印 象 の 規 定 要 因

(a)　 Motion Picture事 態 に お け る 印 象 形 成

(b)　 Photograph事 態 に お け る 印 象 形 成

2.　 言 語 的 情 報 に 関 す る 印 象 規 定 要 因

(a)　 仮 想 的 人 物 にご関 す る 印 象 形 成

(b)　 Interviewを 聞 い て 受 け る 印 象 形 成

3.　 Actual Interaction事 態 で の 印 象 形 成

(a)　 小 集 団 で の 課 題 遂 行 場 面 にこお け る他 者 の 印象

形 成

(b)　 小 集 団 で の 討 議 場 面 にこお け る他 者 の 印象 形 成

(c)　 対 面 集 団 で の対 談 場 面 にこお け る他 者 の 印象 形

成

(d)　 現 実 の 生 活 集 団 の 中で の他 者 の 印象 形 成

こ こで は 表 出 的 行 動 にご基 く,印 象 の規 定 要 因 を検 出す

るた め の 実 験 場 面 の1つ と し て, photograph事 態 を 用

い る こ と と した.

刺 激 と し て一 葉 の写 真 が用 い られ た.従 って,問 題 は

「写 真 を手 が か り と して被 験 体 た る人 物 の 印 象形 成 に あ

ず か る因 子 は 何 で あ るか 研 究 す る」 こ とで あ る.

ⅱ　測 定 方 法

従 来,人 の 印象 又 は人 の 性 格 特 性 の 知 覚 的 判 断 を と ら

え るた め の形 式 と して は一 般 的 な 人 の 性 格 特 性 に つ い て

の形 容詞 の対 語 を 列 挙 し,そ れ にこつ い てSD法,又 は

そ の他 の尺 度評 定 法 が 用 い られ る.被 験 者 は 該 当 す る尺

度 上 に 自分 の 印 象 を 評 定 す る こ とが 要 求 され る.も しそ

の 印 象 の 次 元 的 構 造 を 知 りた い 時 に は 因 子 分 析 法 が 適用

さ れ るの が 普 通 で あ る.こ こで は,前 述 の 確 率 モデ ル を

適 用 す るに あ た り, {1,0}パ タ ー ンに デ ー タを 変 換 す

る.こ の{1,0}パ タ ー ン に変 換 す る とい うこ とは,あ る

集 団 の 中 の 成 員,又 は あ る テ ス トの中 の項 目を分 類 す る

時 にご適 用 され る数 量 化 理 論 を 意 味 す る.こ の理 論 につ い

て は,数 多 くの文 献 が 出 され てい る の で,こ こで詳 細 に

の べ る こ とは 省 略 す るが,複 雑 な デ ー タ の様 相 を解 り易

く描 い て み せ る一 つ の試 法 で あ る.つ ま り,あ る集 団 に

お け る個 人 のい くつ か の要 因 にご対 す る反 応 パ タ ー ンが示

され た 時,同 じ よ うな 反 応 を示 した も のは 近 くに,異 な

った も のは 遠 くにな る よ うに要 因 と個 人 を直 線 的 に 関 係

づ け,相 関 係 数 を最 大 とす る よ うにご,そ れ らにご数 量 を与

え る事 で あ る.た と えば,要 因 に与 え る数 量 をx,個 人

にご与 え る数 量 をyと した とき,相 関係 数 ρxyをmax.

とす る よ うなx, yを 求 め る こ とで あ る.こ の 事 は(1

-ρxy2)をmin.に す る こ とで あ り, x, yの 何 れ か 一

方,例 えば, xに 関 し,全 体 の 分散 にご対 す る 内 分 散 を

min.に す る,即 ち,個 人 を そ れ ぞ れ 層 と して 見 た 時 の

相 関 比 ηをmax.と す る要 因 の数 量xを 求 め る 事 で あ

り,且 つ, x, yを 線 型 の 関 係 にこす るの で あ る か ら, y

の値 は各 個 人(i)に お け るxの 平 均 値xiを 与 え れ ば よ

い こ とにこな る.

これ は,最 終 的 に,固 有 方程 式 の任 意 解 を 求 め る事 にご

帰 着 され る.こ の 場 合 の 固 有値 及 び 固 有 ベ ク トル は 次 の

こ とを 意 味 す る.最 大 の 固 有 値 はxiの 値 を 一 次 元 に 投

影 した 時 の 分 離 度 とな る相 関 比1η で あ り,固 有 ベ ク ト

ル は そ の軸 を 表 わ し,第 二 番 目の 固 有 値 まで 求 め る とい

うこ とは 二 次 元 に お け る各 々の 直 交 軸 にご投 影 した 場 合 の

相 関 比1η,2η の積,即 ち1η2η で 囲 まれ た 面 積 を 最 大 と
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す る ことで ある,い い かえれば,二 次 元におけ る分離度

を最 大にす るための直 交軸 を求 め る事 であ る.

TABLE 6

用 い ら れ た 対 語 項 目

これは,因 子分析法 におけ る主因子解 の式 を解 くの と

同 じであ るが,数 量 化の場 合は軸 の解 釈がは っき りして

い る,即 ち,一 般にn根 まで固有値及 び固有 ベ ク トル を

求 め る事は,%次 元 におげ る分 離度(各 軸 上 の分離度 の

積 を もってn次 元 の分 離度 と考 えた場 合)が 最 大 とな る

よ うな直交軸 を選ぶ とい うは っき りした意味づ けを持 つ

ものであ るに反 し,因 子分析 の場合 は と り出された 因子

軸 の意味 に明確 な定 義がな いのであ る.

さ て,か くの 如 く して,分 析 手 法 は 決 った が,現 実 に

用 い られ た 尺 度 評 定 法 はSD法 及 びSD法 の 中 間 の 評

定 を 除 い た6段 階 評 定 法 で あ る.こ の 二 方 法 を 用 い た 理

由 はSD法 で は(-3,-2,-1), (0), (+1,+2,

+3)の 三 分 類 を 各 々(+,±,-)に 対 応 さ せ る こ と

が 出 来 る し,又,六 段 階 法 で は(-3,-2,-1), (+

1,+2,+3)の 二 分 類 が(+,-)の 反 応 パ タ ー ン に

対 応 さ せ る の に 都 合 が 良 い か らで あ る.

この よ うに して,測 定法が決 め られ,具 体的実 験の手

続 きは以下 の よ うに してな され た.

ⅲ　手続

予 備 実 験

目的　特定 の人物(女 性 の全 身写真Fig. 1参 照)の 写

真 を見 る ことによ り,テ ス トー再 テス トの一致度 をSD

法 群, 6段 階評定 法群 に分 けて検討 す る.

方 法及び 被験者　被 験者 は用意 され た対語 か ら成 る尺度

上 に,そ の人物 の印象 を評定す る よ うに教 示 された.

対 語 の 項 目はOsgood (1957),相 良(1961),柏 木

(1964)等 が 抽 出 した4因 子 の うち,特 に,因 子 負 荷 の

た か い も の,及 びAsch,

 S.E (1964)の 言 語 的 情 報

に よ る印 象 形 成 に用 い られ

た 対 語 か ら 成 り(Table 6

参 照),そ れ らの 項 目 数 は

各 集 団 にこよ り, 5項 目, 10

項 目, 19項 目 にこ分 け られ

て い る.従 って,集 団 の 数

は 各 々の項 目につい て, SD法, 6段 階評定 法 とに分け

られ るか ら,合 計6集 団 にな り,各 集 団の成員 は約20

名(青 山学 院大学 生1-4年,男 女 混)で あ った.

FIG. 1. Stimulus 

person by photograph 

(5.8•~8.9cm).

これ らの集団 の各成員 は第1回 目に写真 を評定 した後

で,更 に,一 週 間後,同 じ条件 の下 で,同 じ評定 をす る

よ うに再 テ ス トされた.

結果　 テス トー再テ ス トの一致度 は全体 の集団 を通 して,

 SD法 群 は, 60.9(%), 6段 階評定 法群 で は68.9(%)

で, SD法 群 は6段 階評定 法群 よ りも一致度 が低 く,変

動 しやす い尺 度評定法 であ るこ とが判 明 した.こ れ は,

中 間の評定(±)の 影響 であ るた めに 間違 い はないが,

我 々の当面 のね らい には,こ の± を どの よ うに解釈す る

か とい うよ りも,そ の評定 を含む こ とに よって変動値 が

大 きくな る項 目を ひろい上 げ,な るべ く,変 動値の大 き

い 項 目を省 きたい のであ る.そ こで, 19項 目 の 中か ら

変 動値 の大 きい項 目をひ ろい上げ る と,社 交 的-非 社 交

的,積 極 的-消 極 的,服 従 的-支 配 的,活 動的-非 活動

的で,大 概, activeな 側面又 は因子 に含 まれ た ものであ

る.こ れ は,特 に,写 真 を手がか りにす る印象 とい う条

件 のも とでは判 断に苦 しむ項 目,又 は幾重 に も変 化 しえ

る項 目で写真 を見せ るだけでは,容 易 に,出 て こない項
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目で あ る と見 做 せ る.故 にご,本 実 験 では 因子 抽 出 にごあず

か らな い 項 目と して 除 外 す る事 にこす る.

TABLE 7

Response probability by 6 point rating method

又, SD法 群 で 評 定 の 段 階 を 縮 小 した 時 の 一 致 度 を

見 る と,各 々,〔7段 階: 47.6(%), 5段 階: 64.3(%),

 3段 階: 70.8(%)〕(注)7段 階(+3), (+2), (+1),

 (0), (-1), (-2), (-3); 5段 階: (+3), (+2,+1) ,

 (0), (-1,-2), (-3); 3段 階(+3,+2,+1), (0),

 (-1,-2,-3).
6段 階 評 定 群 で は 〔6段 階: 52.4(%), 4段 階: 73.1

(%), 2段 階: 81.2(%)〕(注)6段 階(+3), (+2),

 (+1), (-1), (-2),(-3); 4段 階(+3), (+2,+

1), (-1,-2), (-3); 2段 階: (+3,+2,+1), (-

1,-2,-3).

これ らの テ ス トー 再 テ ス トの 一 致 度 の 結 果 を 用 い て,

前 述 の確 率 モ デ ル を 計 算 す る事 にこな る.そ の 後,以 下 に

のべ る 実 験 の 結 果 か ら得 られ た デ ー タを 修 正 して,写 真

の 印 象 に あ ず か る因 子 を 考 察 す る こ とに な る.

本実験

目的　 テ ス トー 再 テ ス ト方 式 に よ って 作 成 され た 反 応 誤

差 に 関 す る確 率 モ デ ル の 検 証,及 び,そ れ にこよ り抽 出 さ

れ た 写 真 の 印 象 にごあ ず か る因 子 に つ い て 考 察 す る.

方 法 及 び 被 験 者　 テ ス ト項 目は19項 目中,特 に,変 動

しやす い項 目(前 述)4項 目を 省 い た15項 目にこしぼ っ

て実 施 さ れ た.

被験 者 は青 山学 院 大 学 男 ・女 学 生,彼 等 は 以 下 の2群

に分 け られ た.

SD法 群　 61名(男14,女47名)

6段 階 評 定 法群　 60名(男12,女48名)

な お,両 群 の等 質 性 は 実 験 実 施 前 に,あ る種の あ い まい

図形 を 見せ て,そ の 反 応 分 布 か ら等 質 性(こ の 場 合,特

殊 な反 応 をす る者 が い な い とい う程 度 の こ と)を 見 た

が,両 群 に お い て,全 く差 が な い こ とが 判 明 して い る.

実 験 手続 きは 予 備 実 験 の 場 合 と同 様 で あ るが,テ ス ト

は一・回 の み で あ る.

実験実施期日　昭和41年11月 上旬
実験実施場所　青山学院大学心理学実験室

Ⅲ　結果と考察

結 果 はTable 7とTable 8が 反 応 確 率 モ デ ル で 計 算

さ れ た 数 値 で そ れ に も とづ き修 正 した デ ー タ と修 正 され

な い デ ー タの パ タ ー ン分 析 が な され,そ の 結 果 の 比 較 考

察 を す る. Table 9-12ま で が 修 正 され な い もの とデ ー

タの パ ター ン分 析 か ら算 出 され た 固 有 ベ ク トル を 尺 度 化

した もの が 表 示 され て い る.固 有 値 は 各 デ ー タ につ い て

第3根 まで 出 して あ るが,そ れ らを 修 正 す る前 と後 とで

比 較 出 来 る よ うに 表 示 す る とTable 13にこな る.又,各

カテ ゴ リーに 与 え た 数 量:をグ ラ フに 目盛 る とFig. 2-1,

 2, Fig. 3-1, 2に な る.以 上 の結 果 か ら,確 率 モ デ ル

を 用 い る こ との 妥 当 性 と印 象 形 成 に あず か る因 子 の解 釈

を す るの で あ る.

まず,確 率 モデ ル に よ って 計 算 され た 各 ア イ テ ム につ

い て 考 え て み よ う。 特 に,3分 類 の 場 合 に 変 動 が お こ り

易 い こ とは 予 測 出来 る.そ こ でTable 8に 表 示 され た

SD法 にこよ る反 応 確 率 を 見 る と確 率0の 項 目 が あ る 事

に 気 付 く.つ ま り,そ の項 目の測 定 値 が,テ ス トー再 テ
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ス トで全 然 変 動 しな か った とい うこ とにこな る.そ の 項 目

をひ ろ い上 げ る と 「正確 で な い」,「劣 った 」,「愉 快 な 」,

「は げ しい-お だ やか,の ±」 の 項 目で あ る.そ の 点 に

つ い て考 え る た め に, Table 11, 12に 表 示 され て い る

生 の デ ー タ と この確 率 を 用 い て 計 算 した デ ー タが ど の よ

うに変 化 して い るか を 見 る こ と が 出 来 る.「 正 直 な 一 正

直 で な い」 とい う項 目で,生 の デ ー タは1次 元 上 に 明確

に 一 の値,即 ち,「 正 直 で な い 」 とい う反 応 を し,修 正

され た デ ー タ は ± に 反 応 して い る.確 率 が0で あ る項 目

に つ い て は生 の デ ー タで そ の ま ま出 て 来 る こ と が わ か

る.そ の 他 の 項 目に つ い て も,同 じ よ うな こ と が い え

る.即 ち,「 劣 った 」 に つ い て は,や は り,「 正 直 で な

い」 とい う項 目が 出 現 した と同 様 に 出 て来 るが,「 愉 快

な 」 とい う項 目は 「不 愉 快 な 」 に 生 のデ ー タ で反 応 し,

修 正 さ れ る と ±の 測 定 値 上 に お ち る.又 「は げ しい-お

だ や か 」 とい う項 目で 生 のデ ー タは ±,修 正 され る と2

次 元 上 に+,即 ち,「 は げ しい 」 とい う反 応 を す る事 が

判 る.そ こで,± の 測 定 値 を持 た な い2分 類 の場 合 と比

較 して み る と,こ れ は,生 のデ ー タ で も修 正 され た デ ー

タで も同 じ よ うな 値 で あ るか ら差 程 の変 動 性 は な い と見

るべ きで,あ る意 味 で は3分 類 で 生 起 した変 動 性 の意 味

づ け を 可 能 に す る事 が 出来,又,そ の逆 も 言 え るで あ ろ

う.つ ま り, 3分 類 で 強 制 的 に反 応 し た も の が,本 来

は,い ず れ にこも属 さ な い のか も しれ な い項 目を選 定す る

た め の 目や す に な る場 合 も あ る とい う事 で あ る.さ て,

変 動 す る確 率0を 含 む 項 目につ い て6段 階 法 で の反 応 を

み る と,一 次 元 上 に は 「正 直 で な い」,「劣 った」,「不 愉

快 な」, 2次 元 上 には 「は げ しい」 とい う項 目に反 応 して

い る こ とが わ か る.こ れ は,は っ き り して い るが確 率表

を 見 れ ば わ か る よ うに,「 劣 っ た-優 れ た」 とい う 項 目

は 確 率 が均 等,つ ま り{(+)0.581,(-)0.41g}で あ

り,「正 直 な-正 直 で な い」 とい う項 目は確 率表 で 対 角

線 上 にた か い確 率 を示 す 筈 の も の が,逆 に な って い る.

即 ち, (
0.955, 0.045

 0.703, 0.297)で,「 正 直 で な い」 とい う項 目に

疑 問 が の こ る.我 々 と して は この種 の確 率0と い う項 目

は 確 率的 に独 立 で な い項 目で あ るの で,測 定 値(+,±,
-)又 は

,(+,-)を 結 合 して しま う方 が 好 ま しい の

で あ る.故 に,固 有 ベ ク トル を 出す 時,出 さ れ た 値 は

「正 直 な-正 直 で な い 」 とい う項 目を(+,±),「 劣 った
-優 れ た 」 を(± ,-),「 愉 快 な一 不 愉 快 な 」は(±,-),

「は げ しい-お だ や か 」 は(+,-)に 結 合 され て 算 出 さ

れ て い るか,こ れ は 修 正 され た デ ー タに 関 す る事 で,生

の デ ー タで は確 率0の もの は な い の で 結 合 され な い そ の

ま ま の値 が 算 出 さ れ る.従 って,我 々は この よ うにご0を

もつ確 率 に,確 率 的 に 独 立 で な い 項 目に反 応 誤 差 の あ る

場 合 もあ る事 を 考 慮 す るべ きで あ ろ う.

TABLE 8 

Response probability by SD Method

この よ うに して,結 合 され た確 率 を 持 った 項 目は も と

の 項 目か ら除 外 され た よ うな 形 で,固 有 ベ ク トル が 算 出

され るの だ が,そ れ を 見 る前 にご,固 有 値 が どの よ うに し
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て 出 て 来 た か をTable 13か ら見 て み よ う。 これ を 見 て

気 付 く事 は生 の デ ー タ に よ る固 有 値 の 軸 が 複 雑 で 第3根

に な る と軸 の解 釈 が 出 来 に く く,多 義 的 で あ る よ うに 思

わ れ る こ とで あ る.そ れ と比 較 す れ ば.修 正 され た デ ー

タ に よ る固 有 値 は2根 ま で の情 報 で,全 て の 情 報 を 含

み,第3根 にこな る と固 有 値 は 第1根,第2根 に く らべ て

非 常 に 小 さい.故 に 第3根 は 解 釈 す る必 要 は な く,従 っ

て,第2根 ま で で軸 の解 釈 を す る事 が 可 能 で あ る.こ れ

は,因 子 分 析 手 法 の 回転 した 後 の 単 純 構 造 を 示 す よ うな

役 割 を果 して い る.我 々 と して は,な る べ く,因 子 次 元

を 単 純 化 した い の で,こ の種 の確 率 モ デ ル の果 たす 役 割

りが,因 子 分 析 の 主 観 的 な 回転 技 術 にご比 して,客 観 的 に

TABLE 9 

Normalized vector by raw data

 in 2 classifications

TABLE 10 

Normalized vector by modified data 

in 2 classifications
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TABLE 11 

Normalized vector by raw data 

in 3 classifications

TABLE 12 

Normalized vector by modified data 

in 3 classifications
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FIG. 2-1. The distribution of normalized value of raw data (2 classifications).

FIG. 2-2. The distribution of normalized value of modified data (2 classifications).
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FIG. 3-1. The distribution of normalized value of raw data (3 clasifications).

FIG. 3-2. The distribution of normalized value of modified data . (3 classifications).
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な され た こ とに 思 いあ た る の で あ る.従 って,写 真 を見

る こ とに よ って,受 け 取 る 印象 の次 元 は2次 元 で解 釈 さ

れ,事 態 を 複 雑 にす る余 計 な情 報 源 は な い と見 做 して も

良 い よ うに 思 え る.故 にご,図 に プ ロ ヅ トし た も の が,

 Fig. 2-1, 2, Fig. 3-1, 2で あ る の だ が,こ れ は,全 部,

 2次 元 上 に プ ロ ッ トした もの だ け を 取 り扱 う こ と にこ な

る.事 実, Table 9-12ま で の 固 有 ベ ク トル で3根 の も

の は1根 と重 複 した 数 値 を示 して い るの で プ ロ ッ トした

と して も 意 味 が な い の で あ る.

TABLE 13 

Eigen values of raw data and modified data

さ て,図 を み る と,生 の デ ー タの 項 目は ま と ま りが な

く,散 在 して解 釈 に 苦 しむ の で あ るが,修 正 され た 後 で

の 尺 度 値 の分 布 を 見 る と, 6段 階 評 定 法 で もSD法 で

も,「 愉 快 な-不 愉 快 な」 とい う項 目の 軸 が 中 心 に な る

よ うな仕 方 で各 々 の項 目が 半 径 が ベ ク トル の 全 分 散 で あ

る 円形 の まわ りにご,ま とま って プ ロ ッ トされ て い る事 が

判 る.

そ こ で,我 々は 円形 か ら極 端 に は み 出 した項 目を 持 っ

て い る各 々の 因子 の解 釈 をす る こ とにこな る.即 ち,原 点

か らの距 離 の遠 い も の 同志 が ま とま った ク ラス タ ー を も

って い る こ とを 見 つ け 出 し,そ の クラ ス タ ー の意 味 づ け

を 行 な うと、6段 階 評 定 法 で は 「浅 はか な-深 み の あ

る」,「気 持 の わ るい-気 持 の よい 」,「危 険 な-安 全 な」,

「不 愉 快 な-愉 快 な」,「劣 っ た-優 れ た 」,「矛 盾 した-
一 貫 した 」 の 項 目が 「愉 快 な-不 愉 快 な」 とい う項 目を

中 心 にこした よ うな 仕 方 で 群 が り,又,第2因 子 では 「強

い-弱 い」,「す ば や い-の ろい 」,「は げ し い-お だ や

か 」,「寛 大 な-寛 大 で な い 」,「柔 い-固 い 」 とい う項 目

が 「は げ しい-お だ や か 」 とい う項 目を 中 心 とす る よ う

な 仕 方 で群 が って い る.次 に, SD法 で は,第1因 子 に

「矛 盾 した-一 貫 した」,「危 険 な-安 全 な 」,「浅 は か な
-深 み の あ る」,「不 愉 快 な-愉 快 な 」,「気 持 の わ るい-

気 持 の よ い」 とい う項 目が 同 じ く 「不 愉 快 な-愉 快 な 」

とい う項 目を 中心 とす る よ うに 群 が り,第2因 子 で は

「強 い-弱 い」,「す ばや い-の ろ い」,「は げ しい-お だ

や か 」 が,か な り,修 正 され て 出 て き て い る. 6段 階 法

に よ る印 象 の 因 子 は 修 正 され る と否 とにご拘 わ らず,解 釈

は 容 易 で あ り,第1因 子 は 写 真 の人 物 の持 っ て い る表 面

に あ らわ れ た 情 緒 的 側 面 で,そ れ が,は じめ に,人 に与

え る印 象 を 規 定 す る要 因 で あ る.

これ に は, Schutz(1958)のaffection dimension又 は

Carter (1954)のIndividual Prominanceと 名 づ け られ

る よ うな意 味 が 含 ま れ る よ うに 思 え る.い ず れ に しろ,

人 の 印象 とい うのは,初 め に,こ の種 の状 況 の 中 で は 自

分(判 断 者)に 与 え る感 じか ら反 応 す るの が 普 通 な の

で,判 断 者 の側 に強 く訴 え て くる情 緒性 とつ な が り,写

真 の人 物 の持 っ て い る個 人 的 な特 徴 は,全 て,そ の 中 にご

包 括 され て しま うの で あ る.従 っ て,判 断 者 の側 の対 象

物 に 対 す る相 互 作 用,こ れ を対 人 認 知 の定 義 か ら す れ

ば,人 間 が 人 間 にご働 きか け,そ れ を認 知 す る時 にご起 る表

象 作 用 が 重 要 な効 果 を 持 っ てい る.そ れ は,瞬 間 的 に決

ま る もの で あ る.こ の 場 合,瞬 間 的 とは 直 観 的 に働 きか

け て くる人 間 の 内 部 の 情 緒 とか 表 象 とか い った 類 の も の

に よ って 決 ま って 来 る行 動 の 又 は,認 知 の 様 相 を 指 して

い る.従 って,も し,そ の 後 で,ど ん な 印象 を 持 った の

か と問 わ れ て も,第2因 子 は 判 断 者 の 推 察 とか 洞 察 とか

思考 過 程 を経 て 出 て きた も の で あ るか ら,ど の よ うに で

も変 化 し うる も の で あ る.

つ ま り,第2因 子 以下 の も の は変 動値 の あ る 項 目 の

群,も し,こ こで 名前 を つ け る とす れ ば,「 印 象変 容 過

程 に寄 与 す る 因子 」 と して お く と良 い で あ ろ う.大 概

そ れ らの 項 目 はOsgood (1957)の 所 謂, activity,

 potency factorか ら成 って い る こ とが 肯 け る筈 で あ る2.

又,特 に, SD法 で顕 著 に変 動 しや す い 項 目 は,幾

分,抽 象 的 な要 素 を 含 む 多 義 的 な項 目,「 固 い-柔 い」,

「狭 い-広 い 」 が あげ られ る が,こ れ は,判 断 者 の 側 の

判 断 の レベ ル にごよ って 決 ま っ て来 る も の で あ る.従 っ

て,判 断 に 個 人 差 の 大 きい 項 目と見 做 し得 る.こ の よ う

にこして,確 率 モ デ ル にご従 って 抽 出 され た 印象 形 成 に あず

か る要 因 の 解 釈 は 第1因 子 で 決 ま り,第2因 子 以 下 は 変

動 値 の 大 き さ とい う事 を 考 慮 しな け れ ば,複 雑 な 解 釈 を

余 儀 な くさ れ,必 ず しも,解 釈 は 一 義 的 に 決 め られ な い

の で あ る.

2 人 の 認 知 構 造 を 個 人 差 の 側 面 か ら測 定 し たPeder -

son, D.H (1962)に よ れ ば,知 覚 空 間 に お け る 変 化 し や

す い 特 性 は 以 下 の よ う な 形 容 詞 にご よ っ て 特 徴 づ け ら れ る

と し て あ げ て い る. Honest, Weak, Passive, Submissive,

 Rational, Predictable, Aggressive, Domineering,

 Defense, Interesting.
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い く ら,解 釈 して も個 人 の 主 観 に終 っ て しま う こ とが

多 い この 種 の 問 題 の弱 点 は こ こ に あ る の だ とい え る.こ

の 事 は,単 に,写 真 の 印象 に 限 らず,あ らゆ る他 の心 理

学 的 研 究 の 分 野 で 言 え る よ うに 思 う.

これ を,た しか め るた め に は,得 られ た 解 釈 を も とに

して,再 び 実 験 を 繰 り返 す 必 要 が あ る.従 っ て,こ の種

の 反 応 誤 差 モ デル を 考 え 出 した 意 図 は,出 来 る だけ この

手 間 を 省 きた い た め で あ った.数 量 解 析 につ な が る モ デ

ル 化 を 考 え るた め に は 出 来 るだ け 単 純 な構 造 化が 望 まれ

るの で あ るが,複 雑 な変 動 しや す い質 的 な も の を処 理 す

る限 り,そ の 単 純 化 構 造 に大 き くひ び い て来 る反 応 誤 差

を 無 視 出 来 る もの で は な い 事 は 当然 だ と言 わ ね ば な らな

い.か くの 如 くして,こ の モ デ ル の 検 証 は 人 の 印象 の次

元 を 決 定 す る とい う目的 を 果 た し,こ の デ ー タの 信 頼 性

は 保 証 され た の で あ る.

結 論 的 に 言 え ば,写 真 を 見 て,人 が それ を ど う感 ず る

か とい う事 は,第1印 象 が 決 まれ ば あ とは ど うに で も変

化 しえ る類 の もの であ る とい うこ とで あ る.

しか し,そ うとは 知 らず,因 子 抽 出 を ど こ ま で もつ づ

け て 行 け ば,ど の よ うに で も解 釈 可 能 な 危 険 性 のあ る デ
ー タを 多 く提 供 す る とい う事 で あ る.我 々は 反 応 者 の 内

的 事 情 に つ い て コ ン トロ ール す る術 を 知 らな い の で あ

る.そ れ 故,人 間 の 断 判,又 は 知 覚,認 知,印 象 な どを

測 定す る こ とが さ しせ ま った 問 題 で あ る研 究 者 は,あ ら

か じめ,テ ス ト-再 テ ス トで 一 致 度 を 検 出 し,そ れ にこも

とつ い て 分 析 しな お し,特 に,慎 重 に 反 応 者 の 提 供 して

くれ るデ ー タを考 え て 問題 解 決 に あ た らね ば,い つ まで

た って も,そ の 問題 の核 心 に ふ れ る事 な く終 って し ま う

の だ と考 え る の で あ る.

要 約

(1)　 伝 統 的 態 度 測 定 法 に従 って数 量 解 析 す る場 合 にご

起 る歪 み を反 応 誤 差 に 由来 す る も の と考 え,そ の 誤 差 を

修 正 す る た め の確 率 モ デ ル を考 え た.そ れ に際 して は,

テ ス ト-再 テ ス トの結 果 を用 い,各 反 応 確 率 と真 の反 応

分 布 を計 算 し,こ れ か ら,現 象的 反 応 の ベ イ ズ確 率 を計

算 す る事 にごよ っ て,得 られ た デ ー タ を修 正 し,分 析 し

た.

(2)　 分 析 す べ き デ ー タ として は 女 性 の全 身 写 真 の 印

象 を 評 定 す る. 6段 階 評 定 法 と, SD法 の 尺 度 評 定 法

が 用 い られ,被 験 者 は 大 学 生 集 団 に よ っ て な され た.

(3)　 生 の デ ー タ と確 率 モ デル を用 い て修 正 され た デ
ー タが 比 較 され た .そ の結 果,修 正 され た デ ー タ では,

写 真 の 印 象 を 規 定 す る要 因が 二 因子 あ る こ と,さ らに,

生 の デ ー タを 簡 単 な もの に す る事 が 出来 る こ と,生 の デ
ー タで 解 釈 に 苦 しむ よ うな 項 目は この 方 法 に よ り修 正 さ

れ て す っ き りした もの に な る こ と,そ れ らの 項 目が 変 動

値 を 多 く持 って い る事 が 判 った.従 って,印 象 を 規 定 す

る もの は 第 一 印象 であ らか た 決 ま り,そ れ 以 下 は 変 動 し

や す い もの で あ る とい う結 論 が 導 か れ た.

(4)　 この よ うに して,我 々は 生 の デ ー タ を使 っ て い

る限 り,変 動 値 の 多 い 項 目の 信 頼 性 に 関 して 誤 った 考 え

方 を して い る事 が 判 った.こ の 種 の 問 題 は,あ る時 点 で

起 った もの が,次 に,時 点 が 変 る と判 断 者 の 側 に変 動 が

起 る とい うこ とを 意 味 して い るの で,人 間 を 扱 う行 動 科

学 上 の 方 法 や 問 題 点 を こみ 入 った もの に す る ので あ る.

保 有 デ ー タの 信 頼 性 や 妥 当性 にご関 す る問 題 を解 決 す る

た め に 作 成 され た この モ デル は 今 後 の 伝 統 的 な数 量 解 析

の 発 展 を い ち じ る し く促 進 させ る とい う確 信 が 持 た れ

た.
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DATA ANALYSIS WITH RESPONSE ERRORS
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ABSTRACT

When the observed values fluctuated 

(we say that they have 'Response Errors') 

with considerably large variance, so that 

we can not ignore the variance of errors 

in observation in comparison with the 

variance of observation within groups, we 

face the possibility of committing errors 

in the analysis of data.

To deal with the distortion in the analy

sis of data with response errors, a model for 

correcting response errors of subjects was 

presented. In blief our model is a proba

bility model of response errors, consider

ing that subjects who reacted+in a given 

test may react in the re-test, when the 

reliability of the test is low.

The Bayesian probability was employed 

to estimate the true distribution of each 

probability of response from the results 

of test and re-test.

When the response is+, •}, or-, the 

model for correcting the error is as 

follows

We estimate the probability of p, q, r, 

s, t, u, in Table 4 from the results of test 

and re-test. Table 2 shows the true 

values, whereas Table 3, observed results. 

Unknown quantities are p, r, t, n(+), n(•}),n(-).

Then, we compute the Bayesian pro

bability of these unknown quantities, and 

construct Table 5, in which the occurrence 

of response is considered as probabilistic, 

not as the {1, 0} pattern.

This model was applied to an experi

ment on the impression of a photograph 

of a young woman to illustrate the distor

tion in the pattern analysis of data.

Further, the distortion in the coven

tional scale analysis and its reliability 

were discussed.


