
瓜生真也（デザイン型AI教育研究センター・助教）

AI総合演習
第4回: 機械学習モデルの設計と評価





講義内容
https://github.com/uribo/exeai

講義に関する資料（スライド、補足資料等）を    GitHubに置いておきます
🔗



ダウンロード可能

8．深層学習の基礎 
9．実社会での応用：自然言語処理、推薦 
10．深層生成モデル 
11．演習２：プログラミング言語による深層学習の実装 
12．課題解決型演習１ 
13．課題解決型演習２ 
14．課題解決型演習３ 
15．課題解決型演習の発表と振り返り

1．ガイダンス 
2．プログラミング入門 
3. 機械学習の背景・数理

5．機械学習の手法 
6．機械学習モデルの解釈・説明性 
7．演習１：プログラミング言語による機械学習モデルの実装

4．機械学習モデルの設計と評価



機械学習モデル構築の 
一連の手続きを理解する

今日の目標



第五回で解説

機械学習モデルの学習手法の違い

強化学習

(参照) 第一回の講義


問題と答えの組み合わせから傾向を学習、 
新しいデータ（答えは不明）が与えられた時にデータの予測を行う 
→回帰や分類問題など、特定の出力を予測するのに効果的

教師あり学習
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これは何？
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イヌです

教師なし学習 答えのない状態でデータの特徴（構造やパターン）を学習、データの特徴 
を抽出する 
→クラスタリングや次元削減などデータの潜在的な構造を抽出する
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学習大きさや形、色など
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グループに分けます
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目的や問題設定、条件に応じて異なる学習手法が存在する



教師あり学習



入力から出力
教師あり学習の流れ

訓練データを使ってモデルを学習 
→パラメータを調整

学習

回帰 分類

を予測する関数 を学習する
<latexit sha1_base64="ib5WEqjGWpJf1xOJnSs6Ags0gVQ=">AAACcHichVFNLwNBGH66vqo+WlwkDkpDcGhmxVeIpOHiWK0ioZHdNWXT7e7anTaq8Qf8AQcXlYiIn+HiDzj4CeKGxMXBu9tNBME7mZlnnnmfd56ZUW1DdwVjDyGpqbmltS3cHuno7OqOxnp6112r7Gg8p1mG5WyqissN3eQ5oQuDb9oOV0qqwTfU4rK3v1Hhjqtb5pqo2jxfUvZMvaBriiAqX10sjB0ubIt9LpTxnViCJZkf8Z9ADkACQaSt2BW2sQsLGsoogcOEIGxAgUttCzIYbOLyqBHnENL9fY5jREhbpixOGQqxRRr3aLUVsCatvZqur9boFIO6Q8o4Rtg9u2Yv7I7dsEf2/mutml/D81KlWW1oub0TPenPvv2rKtEssP+p+tOzQAFzvledvNs+491Ca+grR6cv2fnMSG2UXbAn8l9nD+yWbmBWXrXLVZ45Q4Q+QP7+3D/B+mRSnklOr04lUkvBV4QxgGGM0XvPIoUVpJGjcw9winPUQ89SvzQoDTVSpVCg6cOXkCY+AArFjpQ=</latexit>

y = f(x; ✓)
<latexit sha1_base64="suFduyc8xKuRqCZzyCWNQzIhh5o=">AAACaXichVFNLwNBGH66vqq+iotwaTQVp+at0KqTcHGk1ZKoyO4a7bLd3exOm1TjDzi5CU4kIuJnuPgDDn6COJK4OHi7XREHvJOZeeaZ93nnmRnNMQ1PEj2FlI7Oru6ecG+kr39gcCg6PFL07Jqri4Jum7a7qameMA1LFKQhTbHpuEKtaqbY0A6WW/sbdeF6hm2ty4Yjtqtq2TL2DF2VTBVLsiKkuhONUzJLqexcJtYG87MBSGdjqST5EUcQq3b0BiXswoaOGqoQsCAZm1DhcdtCCgSHuW00mXMZGf6+wBEirK1xluAMldkDHsu82gpYi9etmp6v1vkUk7vLyhgS9Ei39EoPdEfP9PFrraZfo+WlwbPW1gpnZ+h4LP/+r6rKs0TlW/WnZ4k9zPteDfbu+EzrFnpbXz88fc0v5BLNKbqiF/Z/SU90zzew6m/69ZrIXSDCH/D1yrHfQXEmmUon59Zm44tLwVeEMYFJTPN7Z7CIFayiwOfu4wRnOA+9KMPKmDLeTlVCgWYUP0KJfwJoKoyO</latexit>

✓ は入力に対する重み、パラメータ



<latexit sha1_base64="haiUIeoVFGRnIsCf3PDYuPTpfcE=">AAACbnichVHLSsNAFD2N7/poVRBBxGKp1E2Zii90I7pxqa19QFskiVMNpklIpkUt/oB7cSEoCiLiZ7jxB1z0E8SNUMGNC2/TgGhRb5jMmTP33DlzR7F0zRGM1XxSW3tHZ1d3j7+3r38gEBwcSjtm2VZ5SjV1084qssN1zeApoQmdZy2byyVF5xllf62xn6lw29FMY0scWrxQkncNraipsiAqV4weLOfFHhfy9HYwzGLMjVAriHsgDC82zOAt8tiBCRVllMBhQBDWIcOhL4c4GCziCqgSZxPS3H2OY/hJW6YsThkysfv036VVzmMNWjdqOq5apVN0GjYpQ4iwJ3bH6uyR3bNn9vFrrapbo+HlkGalqeXWduBkNPn+r6pEs8Del+pPzwJFLLpeNfJuuUzjFmpTXzk6qyeXEpHqFLtmL+T/itXYA93AqLypN5s8cQ4/PUD8Z7tbQXomFp+PzW3OhldWvafoxhgmEaV+L2AF69hAyu3YKS5w6XuVRqRxaaKZKvk8zTC+hRT9BEtyjco=</latexit>

f(x; ✓)

推論 学習モデルを使って、与えられたデータ（
を予測する

例）住宅の特徴量（変数）から住宅価格を予測

訓練データ（学習データ）

例）画像の特徴量（ピクセル情報）から対象物（ラベル）を予測

<latexit sha1_base64="OuGqmD92fwD3Q+Yk9GKbgkrqFOE=">AAAClHichVHLSsNAFD3Gd320KojgJlgUBYmT4gtREB/gqviqClZCEkcNpklI0mIt/oB7ceFKQUT8BJcq+AMu/ARxqeDGhTdpQFTUO8zMmTP33Dkzozmm4fmMPVYIlVXVNbV19bGGxqbmeKKldcWz867OM7pt2u6apnrcNCye8Q3f5GuOy9WcZvJVbXc62F8tcNczbGvZLzp8I6duW8aWoas+UUpiYEacELOl3j1F7heLitzXLxJOBThFWJKkkEgHRLove6AkkkxiYYg/gRyBJKKYtxMXyGITNnTkkQOHBZ+wCRUetXXIYHCI20CJOJeQEe5zHCBG2jxlccpQid2lcZtW6xFr0Tqo6YVqnU4xqbukFNHNHtgle2H37Io9sfdfa5XCGoGXIs1aWcsdJX7YsfT2rypHs4+dT9Wfnn1sYTT0apB3J2SCW+hlfWH/+GVpbLG71MPO2DP5P2WP7IZuYBVe9fMFvniCGH2A/P25f4KVlCQPS0MLg8nJqegr6tCJLvTSe49gEnOYR4bOPcI1bnEntAvjwrQwW04VKiJNG76EkP4AicuWrQ==</latexit>

D = {(x1, y1), (x2, y2), ..., (xN , yN )}

→出力が連続値 →出力が離散値

を表現できる？から<latexit sha1_base64="4tSV5oehpkmOgWYLZ/GYA3DFLgw=">AAACZHichVFNLwNBGH66vqqKIhKJRBoNcWreSj+dGi6O/dCSILK7Bhvb3c3utkHjD3AlDk4kIuJnuPgDDv6ARBxJXBy83a6IA97JzDzzzPu888yMYuma4xI9BqSOzq7unmBvqC/cPzAYGRquOmbdVkVFNXXTXlFkR+iaISqu5upixbKFXFN0sazsLrT2lxvCdjTTWHL3LbFek7cNbUtTZZep4t5GJEbxHCVyqUy0DbJJH6Rz0UScvIjBj4IZucYaNmFCRR01CBhwGeuQ4XBbRQIEi7l1NJmzGWnevsAhQqytc5bgDJnZXR63ebXqswavWzUdT63yKTp3m5VRTNED3dAr3dMtPdPHr7WaXo2Wl32elbZWWBuDR2Pl939VNZ5d7Hyr/vTsYgtZz6vG3i2Pad1CbesbB2ev5bnSVHOaLumF/V/QI93xDYzGm3pVFKVzhPgDvl45+juozsYT6XiqmIzl5/2vCGIck5jh984gj0UUUOFzBY5xgtPAkxSWRqTRdqoU8DUj+BHSxCey2Ypi</latexit>x
<latexit sha1_base64="r7BLjGRejapC7RvW/nJmrgy8WMo=">AAACZHichVHLSsNAFD2N7/poVQRBkGKpuCq34quuRDcu+7BaqEWSOK2haRKStFCLP6BbxYUrBRHxM9z4Ay76A4K4VHDjwts0Ii7UO8zMmTP33Dkzo1i65rhErYDU1d3T29c/EBwcGh4JhUfHth2zZqsip5q6aecV2RG6Zoicq7m6yFu2kKuKLnaUykZ7f6cubEczjS23YYliVS4bWklTZZepdGMvHKV4khLJxeVIB6ws+GApGUnEyYso/EiZ4RvsYh8mVNRQhYABl7EOGQ63AhIgWMwV0WTOZqR5+wJHCLK2xlmCM2RmKzyWeVXwWYPX7ZqOp1b5FJ27zcoIYvRIt/RKD3RHz/Txa62mV6PtpcGz0tEKay90PJl9/1dV5dnFwbfqT88uSljxvGrs3fKY9i3Ujr5+eP6aXc3EmrN0RS/s/5JadM83MOpv6nVaZC4Q5A/4euXI72B7Pp5Yii+mF6Jr6/5X9GMKM5jj917GGjaRQo7PFTjBKc4CT9KQNC5NdFKlgK8Zx4+Qpj8BtNmKYw==</latexit>yどうやって

を最適な値とするには？
<latexit sha1_base64="suFduyc8xKuRqCZzyCWNQzIhh5o=">AAACaXichVFNLwNBGH66vqq+iotwaTQVp+at0KqTcHGk1ZKoyO4a7bLd3exOm1TjDzi5CU4kIuJnuPgDDn6COJK4OHi7XREHvJOZeeaZ93nnmRnNMQ1PEj2FlI7Oru6ecG+kr39gcCg6PFL07Jqri4Jum7a7qameMA1LFKQhTbHpuEKtaqbY0A6WW/sbdeF6hm2ty4Yjtqtq2TL2DF2VTBVLsiKkuhONUzJLqexcJtYG87MBSGdjqST5EUcQq3b0BiXswoaOGqoQsCAZm1DhcdtCCgSHuW00mXMZGf6+wBEirK1xluAMldkDHsu82gpYi9etmp6v1vkUk7vLyhgS9Ei39EoPdEfP9PFrraZfo+WlwbPW1gpnZ+h4LP/+r6rKs0TlW/WnZ4k9zPteDfbu+EzrFnpbXz88fc0v5BLNKbqiF/Z/SU90zzew6m/69ZrIXSDCH/D1yrHfQXEmmUon59Zm44tLwVeEMYFJTPN7Z7CIFayiwOfu4wRnOA+9KMPKmDLeTlVCgWYUP0KJfwJoKoyO</latexit>

✓

テストデータ）から出力



教師あり学習の流れ

検証データ

取得済み 
データ

前処理・ 
特徴量エンジニアリング

データ分割

モデルの学習訓練データ

テストデータ

→パラメータの決定

モデルの推論・性能評価・選択前処理・ 
特徴量エンジニアリング

前処理・ 
特徴量エンジニアリング

→モデルの決定

モデルの推論・性能評価

探索的データ分析



ペンギンデータの分類に挑戦

week04/0401_penguins.ipynb

import seaborn as sns 
penguins = sns.load_dataset("penguins")



【課題】.ipynbを提出
提出期限: 来週の講義開始前まで manabaのレポートとして提出してください

GitHubからanswer.ipynbをアップロードして記載

注意: ファイル名は英数字のみにすること
日本語（漢字、片仮名、平仮名）、全角英数字、スペース、記号等は使わない

ファイルをダウンロードしても開けなくても問題ない（気にしない）
内容の確認、編集はJupyterHub上で行う

https://raw.githubusercontent.com/uribo/exeai/main/week04/answer.ipynb🔗



データ分割

week04/0402_classification.ipynb

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( 
    X, y, test_size=0.2, random_state=20230508 
)



汎化性能
訓練データに対する、未知のデータへの対応能力、予測精度

モデルの学習に用いるデータとは別に、汎化性能を調べるためのデータを用意する

過学習、モデルの過剰適合

→訓練データとテストデータ

訓練データに過度に依存したモデルを構築したことにより、未知のデータへの予測精度が低下する

対策

・交差検証法の採用 
・正則化 
・データ増強 
・モデルの簡略化

過学習 適度な学習 過小適合



ランダムに訓練データとテストデータに分割

分割の方法によってはデータに偏りが生じ、過学習につながるおそれがある
例）時系列データでのランダムな分割はNG（訓練データに未来のデータが含まれる）



交差検証法
複数個の訓練データとテストデータの組み合わせを用意

適切なハイパーパラメータの選択のためにも使われる

過学習の影響を排除して、予測モデルの正確な精度が測定できる（分割時の偶然性による影響を軽減）

分割方法によっていくつかのバリエーションがある



特徴量エンジニアリング

week04/0402_classification.ipynb



前処理・特徴量エンジニアリングの必要性

https://speakerdeck.com/s_uryu/feature-engineering-recipes

モデル上でのデータのふるまいを制御・変更するための手続き
モデル、アルゴリズムの多くは入力に仮定を置いたり、入力による制約を設けている

🔗

データ、モデル、目的に応じてさまざまな特徴量への処理が必要になる 
→機械学習モデルの性能を大きく左右する



カテゴリ変数の数値化
ラベルエンコーディング

ダミー変数化

深層学習ではカテゴリ変数を低次元の連続値ベクトルに変換する「埋め込み」が使われる

各カテゴリについて、対となる数値を割り当てる

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder 
le = LabelEncoder() 
penguins["species"] = le.fit_transform(penguins["species"])



カテゴリの値を特徴量として扱う。 
基準となるカテゴリの値（参照カテゴリ）の扱いにより 
いくつかのバリエーションがある

import pandas as pd 
penguins_dummies = pd.get_dummies(penguins, columns=["island"], drop_first=True)







前処理の必要性はモデルによって異なる
多くのモデルは入力データのスケールに敏感 
例）数字2桁の変数と7桁の変数がある場合、変数間の効果に差が生じる 
→線形回帰、k-means、主成分分析などのモデルは変数間のスケールを揃える操作（スケーリング）が必要 
→木ベースのモデル（決定木、ランダムフォレスト）は変数のスケールの影響を 
受けないため、スケーリングは不要

欠損値や外れ値への対応はモデルや利用するライブラリによって対応が異なることが 
多い 
例）ライブラリ側で自動的に欠損値を含むデータを削除 
→k近傍法やサポートベクターマシンは外れ値の影響を受けやすい

数値データに潜む問題
スケールが大きくことなる 
歪んだ分布 
外れ値を含む

例えば… 変数間で複雑な関係をもつ 
冗長な情報を含む

→適切な前処理・特徴量エンジニアリング、 
適切なモデルの選択が求められる

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 
scaler = StandardScaler() 
scaled_data = scaler.fit_transform(data)



ロジスティック回帰

week04/0402_classification.ipynb

from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
lr = LogisticRegression() 
lr.fit(X_train, y_train)



その結果(ここではz)をシグモイド関数に入力として与える 
→0から1の範囲からなる値を出力。データがあるカテゴリに属する確率として解釈できる

ロジスティック回帰
カテゴリカルな目的変数の予測に用いられる

目的変数の値… 0または1（二値変数）を予測する
入力変数とそれらの重みを組み合わせた線形関数を利用（線形回帰と同じ） 

<latexit sha1_base64="H3s+Q6UgnmDEjk6/h788k9YqDhI=">AAACiXichVHLSsNAFD2N7/qquhHcBKsiFcJN8YUgiN249FUVVCSJowbTJCRprRZ/wB9w4UpBRNy41a0bf8CFnyAuFdy48CYNiIp6h5l775l77pyZ0V3L9AOix4RUU1tX39DYlGxuaW1rT3V0LvlO0TNE3nAsx1vRNV9Ypi3ygRlYYsX1hFbQLbGs7+bC/eWS8HzTsReDfVesF7Rt29wyDS1gaCPVdyBPynskD8l7aqashj6bKWfZK4oSZnamzGVpUigy+WegxkEasc06qQusYRMODBRRgICNgGMLGnweq1BBcBlbR4UxjyMz2hc4RJK5Ra4SXKExusvrNmerMWpzHvb0I7bBp1g8PWbK6KcHuqQXuqcreqL3X3tVoh6hln32epUr3I32o+6Ft39ZBfYBdj5Zf2oOsIXxSKvJ2t0ICW9hVPmlg+OXhYn5/soAndEz6z+lR7rjG9ilV+N8TsyfIMkfoH5/7p/BUlZRR5WRueH01HT8FY3oQS8G+b3HMIUZzCLP5x7hGje4lZolVRqXJqqlUiLmdOGLSbkPpS6S2w==</latexit>

z = w0 + w1 ⇤ x1 + w2 ⇤ x2 + ...+ wn ⇤ xn

各カテゴリに対して1つのロジスティック回帰モデルを用意し、 
カテゴリに属する確率を求める。 
候補となるカテゴリの中で最も確率の高いカテゴリを予測として採用する。

2つ以上のカテゴリが存在する場合… 



シグモイド関数とロジット関数
シグモイド関数 (参照) 第三回の講義。自然対数の底をeまたはexpと表す

<latexit sha1_base64="5+BzwleBi7eMNjKmf58R2bAnVN0=">AAACgHichVHLSsNAFD3GV62PVt0IboJFEcQ6EV8IgujGpa8+oNaSxGkNTZOQpEUNXbj1B1y4UhARN/oNbvwBF36CuFRw48KbNCBa1DvMzJkz99w5M6NYuua4jD21CK1t7R2dka5od09vXyzeP5B2zKqt8pRq6qadVWSH65rBU67m6jxr2VyuKDrPKOVVfz9T47ajmca2e2jxfEUuGVpRU2WXqEJ82BKXxJ2iLaueVPckcULkB9auN3lUr0cL8QRLsiDEZiCFIIEw1s34FXawBxMqqqiAw4BLWIcMh1oOEhgs4vLwiLMJacE+Rx1R0lYpi1OGTGyZxhKtciFr0Nqv6QRqlU7RqdukFDHKHtk1e2UP7IY9s49fa3lBDd/LIc1KQ8utQuxkaOv9X1WFZhf7X6o/PbsoYiHwqpF3K2D8W6gNfe3o9HVrcXPUG2MX7IX8n7Mndk83MGpv6uUG3zyD/wHSz+duBunppDSXnN2YSSyvhF8RwTBGME7vPY9lrGEdKTr3GFe4xZ0gCOPClCA1UoWWUDOIbyEsfgKX05K2</latexit>

p =
1

1 + exp�z

ロジット関数… シグモイド関数の逆関数
<latexit sha1_base64="TDka9+aAQpahn9t8TEKukVgHOYA=">AAACgnichVFNSxtBGH6yatVUm6gXQQqhIRIFw6zfSAuhXjyqMSqohN11Egc3u8PuJBCXnLz5Bzz0VKGU4E1/ghf/gAd/QunRQi8efLNZEBX1HWbmmWfe551nZkxpC18xdhvTurp7PvT29cc/Dgx+SiSHhjd9t+ZZvGi5tuttm4bPbeHwohLK5tvS40bVtPmWebjc3t+qc88XrrOhGpLvVY2KI8rCMhRRpeRn260IlZUTqW8pgtndsmdYgWwG+pRsTpSSaZZjYaReAj0CaUSx6iZ/Yxf7cGGhhio4HCjCNgz41Hagg0ESt4eAOI+QCPc5moiTtkZZnDIMYg9prNBqJ2IdWrdr+qHaolNs6h4pU8iwG9Zid+yanbM/7P7VWkFYo+2lQbPZ0XJZSpyMFv6/q6rSrHDwqHrTs0IZi6FXQd5lyLRvYXX09aPTu8LSeiYYZ2fsL/n/yW7ZFd3Aqf+zfq3x9R+I0wfoz5/7Jdiczunzubm12XT+e/QVfRjDF2TpvReQxwpWUaRzj9HCBS61bm1S07WZTqoWizQjeBLa1wc925Pq</latexit>

logit(p) = log(
p

1� p
)

事象の起こりやすさを2つの群で比較して示す 
例）男性が商品を購入する確率（   ）が0.8、女性が購入する確率(    )が0.2のとき、 
オッズは次のように求められる

<latexit sha1_base64="QFJblIcb4cZu9HOFbtACGU0FdcU=">AAACZnichVHLSsNAFD2Nr1q1rYoouCmWiqsyEV+4Krpx2Yd9QC0liWMNTZOQpIVa/AHBrV24UhARP8ONP+Cif6C4rODGhbdpQLSod5iZM2fuuXNmRjY11XYY6/iEoeGR0TH/eGBicioYCk/P5Gyjbik8qxiaYRVkyeaaqvOsozoaL5gWl2qyxvNydbe3n29wy1YNfd9pmrxUkyq6eqQqkkNUxiyL5XCUxZkbkUEgeiAKL5JG+BYHOIQBBXXUwKHDIaxBgk2tCBEMJnEltIizCKnuPscpAqStUxanDInYKo0VWhU9Vqd1r6btqhU6RaNukTKCGHtid6zLHtk9e2Efv9ZquTV6Xpo0y30tN8uhs4XM+7+qGs0Ojr9Uf3p2cIQt16tK3k2X6d1C6esbJ+1uZjsday2za/ZK/q9Yhz3QDfTGm3KT4ulLBOgDxJ/PPQhyq3FxI76eWosmdryv8GMRS1ih995EAntIIkvnVnCOC7R9z0JQmBPm+6mCz9PM4lsIkU9Vq4qe</latexit>p1
<latexit sha1_base64="VTBgNa+6y+jsal+FEKHiC97V1YI=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYnWSUvugkdenoR36Aiexuoy2uu8vuKpj0B4KueehUEBH9jC79gQ7+g6KjQZcOva4LUVK9w8w888z7vPPMjGSoimUz1vUII6Nj4xPeSd/U9Iw/EJydy1l6w5R5VtZV3SxIosVVReNZW7FVXjBMLtYlleel2l5/P9/kpqXo2oHdMnipLlY1paLIok1UxijHy8EwizInQsMg5oIw3EjqwVsc4gg6ZDRQB4cGm7AKERa1ImJgMIgroU2cSUhx9jlO4SNtg7I4ZYjE1mis0qroshqt+zUtRy3TKSp1k5QhRNgTu2M99sju2Qv7+LVW26nR99KiWRpouVEOnC1l3v9V1Wm2cfyl+tOzjQq2Ha8KeTccpn8LeaBvnnR6mZ10pL3Krtkr+b9iXfZAN9Cab/JNiqcv4aMPiP187mGQi0djm9GN1Ho4set+hRfLWMEavfcWEthHElk6t4pzXKDjeRb8woKwOEgVPK5mHt9CCH0CV6uKnw==</latexit>p2

<latexit sha1_base64="yMDFLdM32/rtkM16scRqEZ0vxeQ=">AAACcHichVHLSsNAFD2N7/qquim48FEUESwT8YWrohuXtloVtEgSpxrMY0zSQg39AX/AhRsVRMTPcOMPuOgniDsruHHhTRoQLeodZubMmXvunJlRhaG7HmO1mNTS2tbe0dkV7+7p7etPDAxuuXbJ0Xhesw3b2VEVlxu6xfOe7hl8RzhcMVWDb6vHq8H+dpk7rm5bm15F8IKpHFp6UdcUj6jCXtFRNF9UfXlGVPcTKZZmYYw2AzkCKUSxbidusYcD2NBQggkOCx5hAwpcaruQwSCIK8AnziGkh/scVcRJW6IsThkKscc0HtJqN2ItWgc13VCt0SkGdYeUo5hgT+yO1dkju2fP7OPXWn5YI/BSoVltaLnY7z9Lbrz/qzJp9nD0pfrTs4cilkKvOnkXIRPcQmvoy6fn9Y3l3IQ/ya7ZC/m/YjX2QDewym/aTZbnLhCnD5B/Pncz2JpNywvp+excKrMSfUUnhjGOKXrvRWSwhnXk6dwTnOMSV7FXKSmNSGONVCkWaYbwLaTpTzaijyg=</latexit> p

1� p

オッズ比

比較する2群のオッズから比（オッズ比）を求める。オッズ比が1より大きい場合、男性が女性に比べて商品を購入する確率が 
高いことを示す。1より小さい場合は男性よりも女性が商品を購入する確率が高いことを示す。 
この場合、女性よりも男性が商品を購入する確率が16倍高いことを示す。

<latexit sha1_base64="+l2Eaav0P6DawjEhAEXL7Ekdy+Y=">AAACdnichVHLSsNAFD2N7/qquhEEEUvVjeVGfOFKdONSW9sKKiWJUw2mSUjSiob+gD/gQlwoqIif4cYfcNFPEJcKunDhTRoQFfWGzD1z5p47Z2ZU29Bdj6gek5qaW1rb2jvinV3dPb2Jvv68a1UcTeQ0y7CcDVVxhaGbIufpniE2bEcoZdUQBXV/OVgvVIXj6pa57h3aYrus7Jp6SdcUj6liom+r5Ciabxflmi9PBqmYSFKawhj5CeQIJBHFqpW4xhZ2YEFDBWUImPAYG1Dg8rcJGQSbuW34zDmM9HBdoIY4aytcJbhCYXafx12ebUasyfOgpxuqNd7F4N9h5QhS9EA39Ez3dEuP9P5rLz/sEXg55Kw2tMIu9h4PZl//VZU5e9j7VP3p2UMJ86FXnb3bIROcQmvoq0cnz9mFTMofowt6Yv/nVKc7PoFZfdEu10TmFHF+APn7df8E+am0PJueWZtOLi5FT9GOIYxigu97DotYwSpyvO8BznCF69ibNCylpPFGqRSLNAP4EhJ9AKiYkKE=</latexit> p1
1� p1

=4
<latexit sha1_base64="9k1/nyT7DspqRjhFoiJlaSVpvio=">AAACdnichVHLSsNAFD2Nr1pfrW4EQcRSdWO5EV+4KrpxaatVQaUkcarBNAlJWtHgD/gDLsSFgor4GW78ARf9BHGpoAsX3qQBUVFvyNwzZ+65c2ZGtQ3d9YjqMampuaW1Ld6e6Ojs6u5JpnpXXavqaKKoWYblrKuKKwzdFEVP9wyxbjtCqaiGWFP3FoL1tZpwXN0yV7wDW2xVlB1TL+ua4jFVSqY2y46i+XZp4siXx4NUSqYpS2EM/QRyBNKIYslKXmMT27CgoYoKBEx4jA0ocPnbgAyCzdwWfOYcRnq4LnCEBGurXCW4QmF2j8cdnm1ErMnzoKcbqjXexeDfYeUQMvRAN/RM93RLj/T+ay8/7BF4OeCsNrTCLvUc9y+//quqcPaw+6n607OHMmZDrzp7t0MmOIXW0NcOT56X5woZf4Qu6In9n1Od7vgEZu1Fu8yLwikS/ADy9+v+CVYnsvJ0dio/mc7NR08RxwCGMcb3PYMcFrGEIu+7jzNc4Tr2Jg1KGWm0USrFIk0fvoREH6yhkKM=</latexit> p2
1� p2

=0.25



モデルの評価

week04/0402_classification.ipynb



分類問題におけるモデルの評価指標の例

• 正解率(accuracy): モデルが正しく予測したデータの割合 
• 適合率 (precision): 正と予測したデータのうち、実際に正である割合。 
• 再現率(recall): 実際に正であるもののうち、正であると予測された割合。 
• F1スコア(f1-score): 適合率と再現率の調和平均により得られた値。適合率と再
現率のバランスを考慮した評価指標。この値が高いほど、適合率と再現率の両方
が高いことを示す。

真の値とモデルの予測結果を比較する

 # 評価指標を個別に算出 
accuracy_score(y_test, y_pred) 
precision_score(y_test, y_pred) 
recall_score(y_test, y_pred) 
f1_score(y_test, y_pred)

# 評価指標をまとめて出力 
classification_report(y_test, y_pred)
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