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章 内容 目標

第1章 統計学とは何か？
集計と可視化によるデータの特徴を把握
する重要性を理解する

第2章 情報収集とデータ把握
ピボットテーブルの使い方、オープン
データのDL方法～分析方法を理解する

第3章 データ分析に必要な思考力
データを用いた意思決定の手順につい
て理解する

講義スケジュール
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歴史が重要な理由

・モチベーションの向上

・なぜ必要になったか？
・どんな背景があったか？ などなど…

必要性があってできたもの

歴史

・楽しんで学ぶことができる

学問
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3. 大量の事象を捉えるための「統計」

2. 確率的事象を捉えるための「統計」

現
代
統
計
学

現代統計学の大きな３つの源流
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統計学の始まりは「国の実態を捉えるため」だった。
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集計の歴史

“３”
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集計の歴史

資材はどの程度必要か？

労働力はどの程度必要か？

BC 2500年 古代エジプト

ピラミッドの建設
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兵隊は何人用意できるか？BC 200年 古代ローマ



集計の歴史

兵隊は何人用意できるか？

税金をいくらまで取れるか？

BC 200年 古代ローマ
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確率の登場以降
新しい統計学が発展してきた
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記述統計

出席番号 得点

１ ８８

２ ７８

３ ５９

４ ９０

５ ７１

３０ ４５

… …

問 A高校3年1組30人の数学の得点のデータを調べてください。

平均点 ６５．９

最高点 ９４

最低点 ２３

30人分のデータを取って特徴を調べる



記述統計

No. 消費量

１ １６００

２ １５５０

３ １７４０

４ １８１０

５ １６３０

５０００万 １５９０

… …

問 日本の1か月、1世帯あたりの牛肉の消費量を調べてください。

日本国全世帯のデータを取って調べる…？



記述統計と推測統計

牛肉消費量を推定する

全世帯（母集団）

平均 𝝁



記述統計と推測統計

① データを取得

標本データ全世帯（母集団）

平均 𝝁

牛肉消費量を推定する
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標本データ

② 標本データの傾向を調べる

全世帯（母集団）

平均 𝝁

牛肉消費量を推定する
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→ 記述統計

牛肉消費量を推定する



記述統計と推測統計

① データを取得

標本データ
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平均 𝝁

→ 記述統計

牛肉消費量を推定する
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一部のデータから全体の傾向の推測が可能
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全世帯（母集団）
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→ 推測統計

例：家計調査、TVの視聴率調査、アンケート調査など

牛肉消費量を推定する
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一部のデータから全体の傾向の推測が可能



記述統計と推測統計

① データを取得

標本データ

③ 全体を推測する

② 標本データの傾向を調べる

全世帯（母集団）

平均 𝝁

→ 記述統計
→ 推測統計

例：家計調査、TVの視聴率調査、アンケート調査など

牛肉消費量を推定する

消費量平均 1605 円

一部のデータから全体の傾向の推測が可能



データのまとめ方（記述統計）



データのまとめ方

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

どんな特徴がありますか？

これだけだと分かりづらい

第１章データ.xlsx



データのまとめ方

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

どんな特徴がありますか？

「統計量」を使ってデータの特徴を見てみましょう。

これだけだと分かりづらい

第１章データ.xlsx



最大・最小

データの特徴をとらえる

データの特徴

真ん中 ばらつき
など



データの特徴をとらえる（最大値・最小値）

最大値・最小値

データの中で一番大きな/小さな値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

最大値 341

最小値 3

データのとりうる範囲がわかる



データの特徴をとらえる（最大値・最小値）

最大値・最小値

データの中で一番大きな/小さな値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

最大値 9999

最小値 -100

最小値、最大値に「ありえない値」が出てきた場合、
データにエラーがある可能性があります。

最大値・最小値を計算する意味

データのとりうる範囲がわかる



データの特徴をとらえる（平均値）

平均値

データを平らに均した値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

データの概ね「真ん中」と解釈できる指標

統計量 値

最大値 341

最小値 3



データの特徴をとらえる（平均値）

平均値

データを平らに均した値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

106 + 113 + 201 + 320 + 128 +⋯+ 99 ÷ 120

データの概ね「真ん中」と解釈できる指標

統計量 値

最大値 341

最小値 3



データの特徴をとらえる（平均値）

平均値

データを平らに均した値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

106 + 113 + 201 + 320 + 128 +⋯+ 99 ÷ 120

データ数

データの概ね「真ん中」と解釈できる指標

統計量 値

最大値 341

最小値 3

約3か月間の合計販売量



データの特徴をとらえる（平均値）

平均値

データを平らに均した値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

106 + 113 + 201 + 320 + 128 +⋯+ 99 ÷ 120

約3か月間の合計販売量 データ数

= 𝟏𝟐𝟓. 𝟖

データの概ね「真ん中」と解釈できる指標

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

最小値 3



データの特徴をとらえる（中央値）

中央値（メディアン）

データを小さい（大きい）順に並べたときの中心の値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

中央値 109.5

最小値 3

平均値同様に概ね「真ん中」と解釈できる指標



データの特徴をとらえる（中央値）

中央値（メディアン）

データを小さい（大きい）順に並べたときの中心の値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

中央値 109.5

最小値 3

平均値同様に概ね「真ん中」と解釈できる指標



データの特徴をとらえる（中央値）

中央値（メディアン）

データを小さい（大きい）順に並べたときの中心の値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

中央値 109.5

最小値 3

中央値

データ数が奇数個の場合

平均値同様に概ね「真ん中」と解釈できる指標



データの特徴をとらえる（中央値）

中央値（メディアン）

データを小さい（大きい）順に並べたときの中心の値

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

中央値 109.5

最小値 3

中央値

データ数が奇数個の場合

中央値

データ数が偶数個の場合

平均値同様に概ね「真ん中」と解釈できる指標



データの特徴をとらえる（四分位数）

２５％点, ７５％点

データを4分割する指標

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

７５％点：中央値と最大値の中央
２５％点：最小値と中央値の中央



データの特徴をとらえる（四分位数）

２５％点, ７５％点

データを4分割する指標

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3
中央値最小値 最大値

７５％点：中央値と最大値の中央
２５％点：最小値と中央値の中央



データの特徴をとらえる（四分位数）

２５％点, ７５％点

データを4分割する指標

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

２５％点 ７５％点

中央値最小値 最大値

７５％点：中央値と最大値の中央
２５％点：最小値と中央値の中央



データの特徴をとらえる（標準偏差）

標準偏差

平均からどれだけばらついているかを測る指標

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

データの散らばり具合を数値化



データの特徴をとらえる（標準偏差）

標準偏差

平均からどれだけばらついているかを測る指標

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

データの散らばり具合を数値化



データの特徴をとらえる（標準偏差）

標準偏差

平均からどれだけばらついているかを測る指標

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

データの散らばり具合を数値化

平均値125.8

72.072.0

197.853.8



データの特徴をとらえる（標準偏差）

標準偏差

平均からどれだけばらついているかを測る指標

日付 Aの販売量

2021/7/1 106

2021/7/2 113

2021/7/3 201

2021/7/4 320

2021/7/5 128

2021/7/6 58

2021/7/7 91

2021/7/8 45

2021/7/9 126

2021/7/10 159

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

データの散らばり具合を数値化

平均値125.8

72.072.0

197.853.8

平均値から±72.0の範囲にデータの
概ねが入っていると解釈できます。



Excel関数

基本的な統計量をExcelで計算してみましょう。

統計量 Excel関数

平均値 =AVERAGE(データ)

最大値 =QUARTILE.INC(データ, 4) もしくは =MAX(データ)

７５％点 =QUARTILE.INC(データ, 3)

中央値 =QUARTILE.INC(データ, 2) もしくは =MEDIAN(データ）

２５％点 =QUARTILE.INC(データ, 1)

最小値 =QUARTILE.INC(データ, 0) もしくは =MIN(データ)

標準偏差 =STDEV.S(データ)  



Excel実践

Excelハンズオン



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

最大値・最小値を確認



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

最大値・最小値を確認

データに異常・エラーはなさそう



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

平均値を確認



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

平均値を確認

1日あたりだいたい１２６個ぐらい売れている



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

標準偏差を確認



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

標準偏差を確認

「ばらつき」が７２とは？



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

標準偏差を確認

平均から±７２の範囲に
概ねのデータが入っている

「ばらつき」が７２とは？



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

標準偏差を確認

平均から±７２の範囲に
概ねのデータが入っている

「ばらつき」が７２とは？

１２６＋７２＝１９８個在庫があれば
売り逃しはなさそう



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

これでデータの特徴が把握できたといっていいでしょうか？



各指標を読み解いてみよう

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0
NO！

これでデータの特徴が把握できたといっていいでしょうか？



各指標を読み解いてみよう

平均値の弱点

データA データB

1 1

2 1

3 1

4 1

5 11



各指標を読み解いてみよう

平均値の弱点

データA データB

1 1

2 1

3 1

4 1

5 11

平均値はともに３



各指標を読み解いてみよう

平均値の弱点

データA データB

1 1

2 1

3 1

4 1

5 11

平均値が「真ん中」と解釈しにくいときもあります。

平均値はともに３



各指標を読み解いてみよう

平均値の弱点

データA データB

1 1

2 1

3 1

4 1

5 11

平均値が「真ん中」と解釈しにくいときもあります。

平均値はともに３

グラフを使ってデータを可視化する



ヒストグラム

ヒストグラム

データを区分(階級)分けし、それぞれの区分ごとにデータの個数を積み上げたグラフ



Excel実践

Excelでヒストグラムを描いてみよう



ヒストグラム

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

ヒストグラム



ヒストグラム

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

ヒストグラム

データが歪んでいる



ヒストグラム

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

ヒストグラム

・ 大きな値がわずかにあるということ

データが歪んでいる



ヒストグラム

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

ヒストグラム

・ 大きな値がわずかにあるということ

データが歪んでいる

平均値125.8

中央値109.5



ヒストグラム

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

ヒストグラム

・ 大きな値がわずかにあるということ

・ 平均値よりも中央値の方が「真ん中」と解釈しやすい

データが歪んでいる

平均値125.8

中央値109.5



平均値がうまく機能しない場合

平均値がうまく機能しない場合



平均値がうまく機能しない場合

平均値がうまく機能しない場合

① データ数が極端に少ない場合



平均値がうまく機能しない場合

平均値がうまく機能しない場合

① データ数が極端に少ない場合

0点と100点で平均50点例：受験者数2名の平均点50点



平均値がうまく機能しない場合

平均値がうまく機能しない場合

① データ数が極端に少ない場合

② 外れ値の影響を受ける場合

0点と100点で平均50点例：受験者数2名の平均点50点



平均値がうまく機能しない場合

平均値がうまく機能しない場合

① データ数が極端に少ない場合

② 外れ値の影響を受ける場合

例：受験者数2名の平均点50点

例：A社の平均年収６００万円

0点と100点で平均50点

極端に年収が高い社員が存在すれ
ば平均値は引き上げられる



平均値がうまく機能しない場合

平均値がうまく機能しない場合

① データ数が極端に少ない場合

② 外れ値の影響を受ける場合

0点と100点で平均50点

極端に年収が高い社員が存在すれ
ば平均値は引き上げられる

極端な値の影響を受けない「中央値」を見た方がよさそうです。

例：受験者数2名の平均点50点

例：A社の平均年収６００万円



ヒストグラム

中央値の弱点

例：あるクラスの身長の中央値は160cm (平均値も160cm)



ヒストグラム

中央値の弱点

例：あるクラスの身長の中央値は160cm (平均値も160cm)

→160cm付近の身長が一般的（多い）とは限りません。



ヒストグラム

中央値の弱点

例：あるクラスの身長の中央値は160cm (平均値も160cm)

→160cm付近の身長が一般的（多い）とは限りません。



ヒストグラム

中央値の弱点

例：あるクラスの身長の中央値は160cm (平均値も160cm)

“二峰型”

→160cm付近の身長が一般的（多い）とは限りません。



ヒストグラム

中央値の弱点

例：あるクラスの身長の中央値は160cm (平均値も160cm)

→160cm付近の身長が一般的（多い）とは限りません。

“二峰型”

グラフを描くことでデータと特徴を
より正確に把握できる



ヒストグラムを見て

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

平均値だけでなく、他の指標もしっかり読み取ることが重要です。

グラフや他の指標と照らし合わせることで正しく把握する

今回はヒストグラムが歪んでいるので、
そのまま平均値を見るのはあまりよく
ない可能性があります。



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値

最大値

７５％点

中央値

２５％点

最小値

標準偏差

取り除く



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値

最大値

７５％点

中央値

２５％点

最小値

標準偏差

取り除く



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 114.6

最大値 261

７５％点 136

中央値 105

２５％点 81

最小値 3

標準偏差 57.4

取り除く

再計算



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 114.6

最大値 261

７５％点 136

中央値 105

２５％点 81

最小値 3

標準偏差 57.4

取り除く

再計算
「115+57=172個の在庫があればいいだろう」



参考：外れ値の判断

外れ値の判断方法の例：平均値と標準偏差を利用
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外れ値の判断方法の例：平均値と標準偏差を利用



参考：外れ値の判断

外れ値の判断方法の例：平均値と標準偏差を利用

平均値



参考：外れ値の判断

外れ値の判断方法の例：平均値と標準偏差を利用

平均値

標準偏差



参考：外れ値の判断

外れ値の判断方法の例：平均値と標準偏差を利用

平均値

標準偏差



参考：外れ値の判断

外れ値の判断方法の例：平均値と標準偏差を利用

平均値

標準偏差

「平均値±２×標準偏差」の範囲外のデータを『外れ値』とみなす。

外れ値と判断外れ値と判断



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 3

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 341

標準偏差 72.0



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

平均値ではなく、中央値を基準にする場合、
ばらつきの度合いは四分位数を活用します。



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0中央値



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0中央値

２５％点 ７５％点



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0中央値

２５％点 ７５％点

四分位範囲



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0中央値

２５％点 ７５％点

四分位範囲

四分位範囲÷２＝“四分位偏差”



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

四分位範囲＝161.5-82＝79.5



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

四分位範囲＝161.5-82＝79.5

四分位偏差＝79.5÷2=39.75



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

四分位範囲＝161.5-82＝79.5

四分位偏差＝79.5÷2=39.75

中央値＋四分位範囲＝109.5＋39.75 ＝ 149.25



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 341

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 3

標準偏差 72.0

四分位範囲＝161.5-82＝79.5

四分位偏差＝79.5÷2=39.75

中央値＋四分位範囲＝109.5＋39.75 ＝ 149.25

「150個在庫があればいいだろう」



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 3

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 341

標準偏差 72.0

四分位範囲＝161.5-82＝79.5

四分位偏差＝79.5÷2=39.75

中央値＋四分位範囲＝109.5＋39.75 ＝ 149.25

「150個在庫があればいいだろう」

指標（代表値）やグラフを使いながらデータの特徴を捉えていく



ヒストグラムが歪んでいる場合

ヒストグラムが歪んでいる場合の対処法

① 外れ値を取り除き、指標を再計算する

② 中央値や四分位範囲を見る

統計量 値

平均値 125.8

最大値 3

７５％点 161.5

中央値 109.5

２５％点 82

最小値 341

標準偏差 72.0

四分位範囲＝161.5-82＝79.5

四分位偏差＝79.5÷2=39.75

中央値＋四分位範囲＝109.5＋39.75 ＝ 149.25

「150個在庫があればいいだろう」

指標（代表値）やグラフを使いながらデータの特徴を捉えていく

“記述統計”



日付 Aの販売量 Bの販売量

2021/7/1 106 203

2021/7/2 113 187

2021/7/3 201 130

2021/7/4 320 124

2021/7/5 128 162

2021/7/6 58 139

2021/7/7 91 128

2021/7/8 45 82

2021/7/9 126 106

2021/7/10 159 94

２つデータを比較する

２つの商品の特徴を比較してみましょう。



２つデータを比較する

２つの商品の特徴を比較してみましょう。

統計量 Aの代表値 Bの代表値

平均値 125.8 124.2

最大値 341 227

７５％点 161.5 155.3

中央値 109.5 124

２５％点 82 95.8

最小値 3 11

標準偏差 72.0 42.2

日付 Aの販売量 Bの販売量

2021/7/1 106 203

2021/7/2 113 187

2021/7/3 201 130

2021/7/4 320 124

2021/7/5 128 162

2021/7/6 58 139

2021/7/7 91 128

2021/7/8 45 82

2021/7/9 126 106

2021/7/10 159 94



２つデータを比較する

２つの商品の特徴を比較してみましょう。

統計量 Aの代表値 Bの代表値

平均値 125.8 124.2

最大値 341 227

７５％点 161.5 155.3

中央値 109.5 124

２５％点 82 95.8

最小値 3 11

標準偏差 72.0 42.2

AとBの平均値には差がないですが、Aの方がBに
比べてばらつきが大きいことがわかります。

日付 Aの販売量 Bの販売量

2021/7/1 106 203

2021/7/2 113 187

2021/7/3 201 130

2021/7/4 320 124

2021/7/5 128 162

2021/7/6 58 139

2021/7/7 91 128

2021/7/8 45 82

2021/7/9 126 106

2021/7/10 159 94



２つデータを比較する

２つの商品の特徴を比較してみましょう。

統計量 Aの代表値 Bの代表値

平均値 125.8 124.2

最大値 341 227

７５％点 161.5 155.3

中央値 109.5 124

２５％点 82 95.8

最小値 3 11

標準偏差 72.0 42.2

AとBの平均値には差がないですが、Aの方がBに
比べてばらつきが大きいことがわかります。

「Bの方が安定して売れているのではないか」

日付 Aの販売量 Bの販売量

2021/7/1 106 203

2021/7/2 113 187

2021/7/3 201 130

2021/7/4 320 124

2021/7/5 128 162

2021/7/6 58 139

2021/7/7 91 128

2021/7/8 45 82

2021/7/9 126 106

2021/7/10 159 94



なぜAの商品はばらついているのか？

では、なぜAの商品はばらついているのでしょうか？

統計量 Aの代表値 Bの代表値

平均値 125.8 124.2

最大値 341 227

７５％点 161.5 155.3

中央値 109.5 124

２５％点 82 95.8

最小値 3 11

標準偏差 72.0 42.2

日付 Aの販売量 Bの販売量

2021/7/1 106 203

2021/7/2 113 187

2021/7/3 201 130

2021/7/4 320 124

2021/7/5 128 162

2021/7/6 58 139

2021/7/7 91 128

2021/7/8 45 82

2021/7/9 126 106

2021/7/10 159 94



日付 Aの販売量 Bの販売量

2021/7/1 106 203

2021/7/2 113 187

2021/7/3 201 130

2021/7/4 320 124

2021/7/5 128 162

2021/7/6 58 139

2021/7/7 91 128

2021/7/8 45 82

2021/7/9 126 106

2021/7/10 159 94

なぜAの商品はばらついているのか？

では、なぜAの商品はばらついているのでしょうか？

データの種類や情報を増やし、『ばらつきを生みだしている理由』を探ってみましょう。

統計量 Aの代表値 Bの代表値

平均値 125.8 124.2

最大値 341 227

７５％点 161.5 155.3

中央値 109.5 124

２５％点 82 95.8

最小値 3 11

標準偏差 72.0 42.2



なぜAの商品はばらついているのか？

では、なぜAの商品はばらついているのでしょうか？

データの種類や情報を増やし、『ばらつきを生みだしている理由』を探ってみましょう。

＋

統計量 Aの代表値 Bの代表値

平均値 125.8 124.2

最大値 341 227

７５％点 161.5 155.3

中央値 109.5 124

２５％点 82 95.8

最小値 3 11

標準偏差 72.0 42.2

日付 Aの販売量 Bの販売量

2021/7/1 106 203

2021/7/2 113 187

2021/7/3 201 130

2021/7/4 320 124

2021/7/5 128 162

2021/7/6 58 139

2021/7/7 91 128

2021/7/8 45 82

2021/7/9 126 106

2021/7/10 159 94

曜日 平均気温 天気

木曜日 20.9 雨

金曜日 21.2 雨

土曜日 22.2 雨

日曜日 20.1 雨

月曜日 22.1 曇

火曜日 24.7 曇

水曜日 25.8 曇

木曜日 23.7 雨

金曜日 23.5 雨

土曜日 27 晴れ



なぜAの商品はばらついているのか？

例：曜日ごとのAの販売量を集計してみましょう。

日付 Aの販売量 Bの販売量 曜日 平均気温 天気

2021/7/1 106 203 木曜日 20.9 雨

2021/7/2 113 187 金曜日 21.2 雨

2021/7/3 201 130 土曜日 22.2 雨

2021/7/4 320 124 日曜日 20.1 雨

2021/7/5 128 162 月曜日 22.1 曇

2021/7/6 58 139 火曜日 24.7 曇

2021/7/7 91 128 水曜日 25.8 曇

2021/7/8 45 82 木曜日 23.7 雨

2021/7/9 126 106 金曜日 23.5 雨

2021/7/10 159 94 土曜日 27 晴れ



日付 Aの販売量 Bの販売量 曜日 平均気温 天気

2021/7/1 106 203 木曜日 20.9 雨

2021/7/2 113 187 金曜日 21.2 雨

2021/7/3 201 130 土曜日 22.2 雨

2021/7/4 320 124 日曜日 20.1 雨

2021/7/5 128 162 月曜日 22.1 曇

2021/7/6 58 139 火曜日 24.7 曇

2021/7/7 91 128 水曜日 25.8 曇

2021/7/8 45 82 木曜日 23.7 雨

2021/7/9 126 106 金曜日 23.5 雨

2021/7/10 159 94 土曜日 27 晴れ

なぜAの商品はばらついているのか？

例：曜日ごとのAの販売量を集計してみましょう。



なぜAの商品はばらついているのか？

例：曜日ごとのAの販売量を集計してみましょう。

曜日 商品Aの平均売上

月曜日 84.4

火曜日 95.5

水曜日 82.9

木曜日 88.2

金曜日 92.8

土曜日 177.1

日曜日 261.8

日付 Aの販売量 Bの販売量 曜日 平均気温 天気

2021/7/1 106 203 木曜日 20.9 雨

2021/7/2 113 187 金曜日 21.2 雨

2021/7/3 201 130 土曜日 22.2 雨

2021/7/4 320 124 日曜日 20.1 雨

2021/7/5 128 162 月曜日 22.1 曇

2021/7/6 58 139 火曜日 24.7 曇

2021/7/7 91 128 水曜日 25.8 曇

2021/7/8 45 82 木曜日 23.7 雨

2021/7/9 126 106 金曜日 23.5 雨

2021/7/10 159 94 土曜日 27 晴れ



なぜAの商品はばらついているのか？

例：曜日ごとのAの販売量を集計してみましょう。

曜日 商品Aの平均売上

月曜日 84.4

火曜日 95.5

水曜日 82.9

木曜日 88.2

金曜日 92.8

土曜日 177.1

日曜日 261.8

週末の売上が多く、曜日によって差
があることから、ばらつきが生じた
と考えられます。

日付 Aの販売量 Bの販売量 曜日 平均気温 天気

2021/7/1 106 203 木曜日 20.9 雨

2021/7/2 113 187 金曜日 21.2 雨

2021/7/3 201 130 土曜日 22.2 雨

2021/7/4 320 124 日曜日 20.1 雨

2021/7/5 128 162 月曜日 22.1 曇

2021/7/6 58 139 火曜日 24.7 曇

2021/7/7 91 128 水曜日 25.8 曇

2021/7/8 45 82 木曜日 23.7 雨

2021/7/9 126 106 金曜日 23.5 雨

2021/7/10 159 94 土曜日 27 晴れ



日付 Aの販売量 Bの販売量 曜日 平均気温 天気

2021/7/1 106 203 木曜日 20.9 雨

2021/7/2 113 187 金曜日 21.2 雨

2021/7/3 201 130 土曜日 22.2 雨

2021/7/4 320 124 日曜日 20.1 雨

2021/7/5 128 162 月曜日 22.1 曇

2021/7/6 58 139 火曜日 24.7 曇

2021/7/7 91 128 水曜日 25.8 曇

2021/7/8 45 82 木曜日 23.7 雨

2021/7/9 126 106 金曜日 23.5 雨

2021/7/10 159 94 土曜日 27 晴れ

なぜAの商品はばらついているのか？

例：曜日ごとのAの販売量を集計してみましょう。

曜日 商品Aの平均売上

月曜日 84.4

火曜日 95.5

水曜日 82.9

木曜日 88.2

金曜日 92.8

土曜日 177.1

日曜日 261.8

週末の売上が多く、曜日によって差
があることから、ばらつきが生じた
と考えられます。

このような複数のデータを関数のみで集計するのは大変です。



日付 Aの販売量 Bの販売量 曜日 平均気温 天気

2021/7/1 106 203 木曜日 20.9 雨

2021/7/2 113 187 金曜日 21.2 雨

2021/7/3 201 130 土曜日 22.2 雨

2021/7/4 320 124 日曜日 20.1 雨

2021/7/5 128 162 月曜日 22.1 曇

2021/7/6 58 139 火曜日 24.7 曇

2021/7/7 91 128 水曜日 25.8 曇

2021/7/8 45 82 木曜日 23.7 雨

2021/7/9 126 106 金曜日 23.5 雨

2021/7/10 159 94 土曜日 27 晴れ

なぜAの商品はばらついているのか？

例：曜日ごとのAの販売量を集計してみましょう。

曜日 商品Aの平均売上

月曜日 84.4

火曜日 95.5

水曜日 82.9

木曜日 88.2

金曜日 92.8

土曜日 177.1

日曜日 261.8

週末の売上が多く、曜日によって差
があることから、ばらつきが生じた
と考えられます。

このような複数のデータを関数のみで集計するのは大変です。

Excelの「ピボットテーブル」という機能を使って集計してみましょう！



章 内容 目標

第1章 統計学とは何か？
集計と可視化によるデータの特徴を把握
する重要性を理解する

第2章 情報収集とデータ把握
ピボットテーブルの使い方、オープン
データのDL方法～分析方法を理解する

第3章 データ分析に必要な思考力
データを用いた意思決定の手順につい
て理解する

講義スケジュール



章 内容 目標

第1章 統計学とは何か？
集計と可視化によるデータの特徴を把握
する重要性を理解する

第2章 情報収集とデータ把握
ピボットテーブルの使い方、オープン
データのDL方法～分析方法を理解する

第3章 データ分析に必要な思考力
データを用いた意思決定の手順につい
て理解する

講義スケジュール



情報収集とデータ把握

第２章



ピボットテーブルで集計する



ピボットテーブル

まずは先ほどのデータを使ってピボットテーブルを作成してみましょう。

日付 Aの販売量 Bの販売量 曜日 平均気温 天気

2021/7/1 106 203 木曜日 20.9 雨

2021/7/2 113 187 金曜日 21.2 雨

2021/7/3 201 130 土曜日 22.2 雨

2021/7/4 320 124 日曜日 20.1 雨

2021/7/5 128 162 月曜日 22.1 曇

2021/7/6 58 139 火曜日 24.7 曇

2021/7/7 91 128 水曜日 25.8 曇

2021/7/8 45 82 木曜日 23.7 雨

2021/7/9 126 106 金曜日 23.5 雨

2021/7/10 159 94 土曜日 27 晴れ

第2章データ(1)_販売.xlsx



ピボットテーブル

まずは先ほどのデータを使ってピボットテーブルを作成してみましょう。

ピボットテーブル１日付 Aの販売量 Bの販売量 曜日 平均気温 天気

2021/7/1 106 203 木曜日 20.9 雨

2021/7/2 113 187 金曜日 21.2 雨

2021/7/3 201 130 土曜日 22.2 雨

2021/7/4 320 124 日曜日 20.1 雨

2021/7/5 128 162 月曜日 22.1 曇

2021/7/6 58 139 火曜日 24.7 曇

2021/7/7 91 128 水曜日 25.8 曇

2021/7/8 45 82 木曜日 23.7 雨

2021/7/9 126 106 金曜日 23.5 雨

2021/7/10 159 94 土曜日 27 晴れ

第2章データ(1)_販売.xlsx



Excel実践

Excelハンズオン



オープンデータ

・オープンデータを利用してみましょう。

国、地方公共団体及び事業者が、誰もが使えるように公開しているデータのこと。

オープンデータとは？



オープンデータ

・オープンデータを利用してみましょう。

国、地方公共団体及び事業者が、誰もが使えるように公開しているデータのこと。

オープンデータとは？

オープンデータを利活用することで



オープンデータ

・オープンデータを利用してみましょう。

国、地方公共団体及び事業者が、誰もが使えるように公開しているデータのこと。

オープンデータとは？

① 社会全体の動向を知ることができる。

② 自社データと組み合わせ、より深いレベルで分析ができる。

オープンデータを利活用することで



オープンデータ

・オープンデータを利用してみましょう。

国、地方公共団体及び事業者が、誰もが使えるように公開しているデータのこと。

オープンデータとは？

① 社会全体の動向を知ることができる。

② 自社データと組み合わせ、より深いレベルで分析ができる。

オープンデータを利活用することで

しかし、オープンデータの利用は簡単ではないと思われています。

・どうやってデータを取得すればいいのか？
・取得したデータをどうやって分析すればいいのか？
・どうやってビジネスに活用すればいいのか？



e-Statとは？

各府省が公表している統計データを１つにまとめた政府統計の総合ポータルサイト

政府統計の総合窓口“e-Stat”

e-Statからデータのダウンロード方法を説明していきます

ダウンロードしたデータ、およびそれを加工したデータは
エクセルファイルでお渡しいたします



オープンデータに触れてみる

まずはオープンデータに触れてみることを目的として進めます。

Q1. 都道府県別の所得の傾向を調べてみましょう。



オープンデータに触れてみる

まずはオープンデータに触れてみることを目的として進めます。

Q1. 都道府県別の所得の傾向を調べてみましょう。

調査年 地域 課税対象所得 納税義務者数 平均

2019年度 北海道 〇 ● 〇/●

欲しいデータのイメージ

・・・

・
・
・

・・・

・
・
・

・・・

第2章データ(2)_所得.xlsx



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

地域ごとにデータを取得する場合は
「地域」を選択します。

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「都道府県データ」にチェックを入れ、
「データ表示」をクリックします。

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

「全て選択」をクリック。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

「全て選択」をクリック。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

「確定」をクリックします。

「全て選択」をクリック。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

分野を「C経済基盤」にします。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

分野を「C経済基盤」にします。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

分野を「C経済基盤」にします。

課税対象所得(千円)と納税義務者数(所得割)(人)
を選択し、「項目を選択」をクリックします。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

分野を「C経済基盤」にします。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

分野を「C経済基盤」にします。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

分野を「C経済基盤」にします。

「確定」をクリックします。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

データが表示されます。

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

データが表示されます。

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

「調査年」から年を選ぶこともできます。



e-Statを利用する（所得データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

データが表示されます。

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

「調査年」から年を選ぶこともできます。
データをダウンロードすることができます。



データのダウンロードについて

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。



データのダウンロードについて

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

・ダウンロード範囲

〇 ページ上部の選択範囲
→前ページの調査年１年分のデータを取得します。

〇 全ての調査年
→全ての調査年のデータを取得します。



データのダウンロードについて

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

・ファイル形式

〇 CSV形式
→CSVファイルでデータを取得

〇 XLSX形式
→エクセルファイルでデータを取得



データのダウンロードについて

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

・ファイル形式

〇 CSV形式
→CSVファイルでデータを取得

〇 XLSX形式
→エクセルファイルでデータを取得

今回は「CSV形式」にチェックを付けてください。



【補足】ファイル形式について

XLSX形式



【補足】ファイル形式について

XLSX形式

「全ての調査年」を指定してXLSX形式で取得すると、
それぞれの年のデータが別シートに記録されます。



【補足】ファイル形式について

XLSX形式

「全ての調査年」を指定してXLSX形式で取得すると、
それぞれの年のデータが別シートに記録されます。

この形式は集計が行いにくい…。



【補足】ファイル形式について

CSV形式



【補足】ファイル形式について

CSV形式

CSV形式だと年の情報が1列に記録されるので、
後の集計が楽になります。



【補足】ファイル形式について

CSV形式

CSV形式だと年の情報が1列に記録されるので、
後の集計が楽になります。

全ての調査年を選択したときは
CSV形式がオススメです。



データのダウンロードについて

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

・ファイル形式

〇 CSV形式
→CSVファイルでデータを取得

〇 XLSX形式
→エクセルファイルでデータを取得

今回は「CSV形式」にチェックを付けてください。



データのダウンロードについて

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

・データの形を選択できます。

ここは基本的にデフォルトの設定のままでOKです。



データのダウンロードについて

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

・ 「注釈を表示する」のチェックを外します。

・「桁区切り(,)を使用しない」にチェックを付けます。

・確認ができたら「ダウンロード」をクリック



データの取得完了

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

データの取得が完了しました。



データの取得完了

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

データの取得が完了しました。

csvファイルにはグラフや集計表が残らないので、
xlsxに変換します。
（「名前を付けて保存」をクリック）



データの取得完了

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

データの取得が完了しました。

csvファイルにはグラフや集計表が残らないので、
xlsxに変換します。
（「名前を付けて保存」をクリック）



データの取得完了

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

データの取得が完了しました。

csvファイルにはグラフや集計表が残らないので、
xlsxに変換します。
（「名前を付けて保存」をクリック）

Excelブック形式で保存します。



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

最後に、集計に適する形にデータを整形します。



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

最後に、集計に適する形にデータを整形します。

必要ない情報は取り除きましょう。



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

最後に、集計に適する形にデータを整形します。



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

最後に、集計に適する形にデータを整形します。

「平均所得」の項目を加えましょう。「平均」の項目を加えましょう。



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

最後に、集計に適する形にデータを整形します。

「平均所得」の項目を加えましょう。＝C２/D２



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

最後に、集計に適する形にデータを整形します。

「平均所得」の項目を加えましょう。＝C２/D２

数式をコピー



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して地域ごとの所得データを取得してみましょう。

整形完了です。



Excel実践

Excelハンズオン



オープンデータに触れてみる

まずはオープンデータに触れてみることを目的として進めます。

Q1. 都道府県別の所得の傾向を調べてみましょう。



オープンデータに触れてみる

まずはオープンデータに触れてみることを目的として進めます。

Q1. 都道府県別の所得の傾向を調べてみましょう。

Q2. 魚介類の消費金額を調べてみましょう（家計調査）。



オープンデータに触れてみる

まずはオープンデータに触れてみることを目的として進めます。

Q1. 都道府県別の所得の傾向を調べてみましょう。

Q2. 魚介類の消費金額を調べてみましょう（家計調査）。

品目 地域 調査年（月） 消費量

まぐろ 札幌市 2019年1月 ●

欲しいデータのイメージ

・・・

・・・

・・・

・・・

第2章データ(3)_魚介類.xlsx



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「家計調査」をキーワード検索



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「家計調査」を選択



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「データベース」を選択



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「二人以上の世帯」の
「月次」をクリック



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「品目分類(2020年改定)(総数:金額)」
のデータをクリック



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

このようにデータ量が多すぎて表示できない場合があります。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「表示項目選択」をクリック
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「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。
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「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「品目分類（2020年改訂）」の
「項目を選択」をクリック
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「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

品目を選択します。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

１７０「まぐろ」～１８６「かに」
までを選択します。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

１７０「まぐろ」～１８６「かに」
までを選択します。

品目を選択後、「確定」をクリック。
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https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「世帯区分」における「項目
を選択」をクリック。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。
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https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「二人以上の世帯（2000年～）」にチェック。
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「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「二人以上の世帯（2000年～）」にチェック。

「確定」をクリック。
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https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「品目分類」, 「世帯区分」が
絞られていることを確認して
「確定」をクリック。
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データが表示されます。
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この状態でダウンロードしてもよい
ですが、このままでは集計が行い
にくいので、一旦データの形を整え
ることにします。
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項目が横方向に並ぶデータは集計
が行いにくいです。
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【補足】wideデータとlongデータ
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e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



e-Statを利用する（消費データの取得）

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

wideデータをlongデータに変換します。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「レイアウト設定」をクリック。
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「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

【列】にある「品目分類」を、
【行】にドラッグ＆ドロップ。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「設定して表示を更新」をクリック。
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「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

longデータで表示されます。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

longデータで表示されます。

「地域区分」が上部に表示されていて、
データ内に入ってないことに注意！



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

longデータで表示されます。

「地域区分」が上部に表示されていて、
データ内に入ってないことに注意！

これもlongデータの形でデータ
の中に入れることができます。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

【ページ上部】にある「地域区分」を、
【行】にドラッグ＆ドロップ。
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https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「設定して表示を更新」をクリック。
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「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

しかし、今回はデータが縦に長くなりすぎて、
表示できなくなります。



wideデータをlongデータに変換する

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

しかし、今回はデータが縦に長くなりすぎて、
表示できなくなります。

これは後でダウンロード設定からlongデータ
に変換することができます。



データのダウンロード

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



データのダウンロード

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「ダウンロード」をクリック。
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「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



データのダウンロード

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「CSV形式（列指向形式）」にチェックを入れることで、
longデータの形でダウンロードすることができます。



データのダウンロード

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。



データのダウンロード

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「ダウンロード」をクリック。



データのダウンロード

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「ダウンロード」をクリック。



データのダウンロード

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「ダウンロード」をクリック。

データが10万行を超えると２つ以上の
ファイルに分割されます。



データのダウンロード

https://www.e-stat.go.jp/

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

「ダウンロード」をクリック。

それぞれダウンロードしましょう。データが10万行を超えると２つ以上の
ファイルに分割されます。



データのダウンロード

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

データの取得が完了しました。

１つ目のファイル ２つ目のファイル



データのダウンロード

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

１つのファイルにまとめましょう。

１つ目のファイル ２つ目のファイル



データのダウンロード

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

１つ目のファイル ２つ目のファイル

１つのファイルにまとめましょう。



データのダウンロード

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

１つ目のファイル ２つ目のファイル

２つ目のデータを1つ目のデータ
の下にコピー＆ペーストします。

１つのファイルにまとめましょう。



データのダウンロード

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

１つのファイルにまとめたファイルをxlsxファイルに変換しましょう。



データのダウンロード

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

１つのファイルにまとめたファイルをxlsxファイルに変換しましょう。

所得のデータと同様にExcelファイル
形式で保存します。



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

最後に、集計に適する形にデータを整形します。



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

最後に、集計に適する形にデータを整形します。
必要ない情報は取り除きましょう。



集計しやすい形にデータを整える

「e-Stat」を利用して魚介類の消費金額を調べてみましょう。

整形完了です。



Excel実践

Excelハンズオン



章 内容 目標

第1章 統計学とは何か？
集計と可視化によるデータの特徴を把握
する重要性を理解する

第2章 情報収集とデータ把握
ピボットテーブルの使い方、オープン
データのDL方法～分析方法を理解する

第3章 データ分析に必要な思考力
データを用いた意思決定の手順につい
て理解する

講義スケジュール
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データのDL方法～分析方法を理解する
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データを用いた意思決定の手順につい
て理解する

講義スケジュール



データ分析に必要な思考力

第３章



オープンデータの利用



オープンデータを利用する

オープンデータを観察することで、社会動向を知ることができますが、
自社データと組み合わせて活用することで、その真価を発揮します。
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・社内のデータ
・集計単位が小さい
・自社の利益に直結することが多い

自社データ
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オープンデータを利用する

オープンデータを観察することで、社会動向を知ることができますが、
自社データと組み合わせて活用することで、その真価を発揮します。

オープンデータ

・社外のデータ
・集計単位が大きい
・社会的な動向を把握できる

・社内のデータ
・集計単位が小さい
・自社の利益に直結することが多い

自社データ

これらを組み合わせることでより有意義な分析となる
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【具体例】
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オープンデータを利用する

オープンデータを観察することで、社会動向を知ることができますが、
自社データと組み合わせて活用することで、その真価を発揮します。

オープンデータ

ターゲット層の把握 ターゲット層が多い地域を把握

自社データ

【具体例】

新規商圏の開拓

しかし、それらの分析を成果に結びつけるには

分析主体ではなく問題主体で分析を進めることが大切です。



問題解決までのフロー

プロジェクトの進め方
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解決すべき問題を定めて（問題定義）からデータ分析に入ることが大切です。
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プロジェクトの進め方

問題定義 データ収集 分析 アクション 問題解決手段の模索

目的なしにデータを取得・分析を行ってもその後のアクションにつながりません。
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目的なしにデータを取得・分析を行ってもその後のアクションにつながりません。

よくあるデータ分析の失敗
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問題解決までのフロー

プロジェクトの進め方

問題定義 データ収集 分析 アクション 問題解決手段の模索

データは問題解決のための道具という意識。



問題解決までのフロー

プロジェクトの進め方

問題定義 データ収集 分析 アクション 問題解決手段の模索

データは問題解決のための道具という意識。

データ分析の手法のみでなく、その利用法を学ぶことが大切です。



オープンデータの利用例

家計簿・会計アプリ：Zaim

◎問題（問題定義）

・給付金の支給条件は地域によって異なる。
・住民自らが情報を取得しなければならない。

◎解決アプローチ（手段の模索）

・利用者が受けられる可能性のある給付金情報をアプリでレコメンド。

◎利用したオープンデータ（データ収集）

・全国の地方自治体の給付金データ

ユーザーの情報とオープンデータを組み合わせて問題を解決

引用元https://cio.go.jp/opendata100

デジタル庁https://www.digital.go.jp/resources/open_data



オープンデータを利用する

問題解決のフローのもとにデータを使ってみましょう。



問題（効果的な施策を考える）

酒類を販売している企業があります。この企業では、商品Aと商品Bの売り上げが
伸び悩んでおり、これらの商品をプロモーションしていきたいと思っています。

現在、これらを扱っていない店舗が厚木店、藤沢店、豊島店と３つあります。
どの店舗でどの商品の販促を行っていけばよいでしょうか？



問題（効果的な施策を考える）

酒類を販売している企業があります。この企業では、商品Aと商品Bの売り上げが
伸び悩んでおり、これらの商品をプロモーションしていきたいと思っています。

現在、これらを扱っていない店舗が厚木店、藤沢店、豊島店と３つあります。
どの店舗でどの商品の販促を行っていけばよいでしょうか？



問題（効果的な施策を考える）

◎問題（問題定義）

・商品Aと商品Bの売上が伸び悩んでいる。
・これらの売上を上げるために効果的な販促活動を行いたい。

◎解決アプローチ（手段の模索）

・販売データから商品のターゲットを把握する。
・潜在顧客がいそうな地域を特定し、地域にあわせた商品を展開する。

◎利用するデータ（データ収集）

・自社の販売データ
・地域ごとの性別・年齢別人口などのオープンデータ

問題の整理



分析の流れ

① 自社データから商品AとBの売上の特徴を捉え、仮説を立てる

② e-Statから全店舗の地域データを取得し、仮説を検証する

「Aの購入者の特徴は●●で、Bの購入者の特徴は○○のようだ」

③ 仮説にもとづいて各店舗に効果的な販促を決める

厚木市、藤沢市、豊島区の特徴にあった商品の販促を進める。

④ 効率のいいポスティングを位置情報のデータから導く

「●●な特徴の地域はAが売れており、〇〇な特徴の地域はBが売れているのか？」



分析の流れ

① 自社データから商品AとBの売上の特徴を捉え、仮説を立てる

「Aの購入者の特徴は●●で、Bの購入者の特徴は○○のようだ」



分析の流れ

① 自社データから商品AとBの売上の特徴を捉え、仮説を立てる

② e-Statから全店舗の地域データを取得し、仮説を検証する

「Aの購入者の特徴は●●で、Bの購入者の特徴は○○のようだ」

「●●な特徴の地域はAが売れており、〇〇な特徴の地域はBが売れているのか？」



分析の流れ

① 自社データから商品AとBの売上の特徴を捉え、仮説を立てる

② e-Statから全店舗の地域データを取得し、仮説を検証する

「Aの購入者の特徴は●●で、Bの購入者の特徴は○○のようだ」

③ 仮説にもとづいて各店舗に効果的な販促を決める

厚木市、藤沢市、豊島区の特徴にあった商品の販促を進める。

「●●な特徴の地域はAが売れており、〇〇な特徴の地域はBが売れているのか？」



分析の流れ

① 自社データから商品AとBの売上の特徴を捉え、仮説を立てる

② e-Statから全店舗の地域データを取得し、仮説を検証する

「Aの購入者の特徴は●●で、Bの購入者の特徴は○○のようだ」

「●●な特徴の地域はAが売れており、〇〇な特徴の地域はBが売れているのか？」

③ 仮説にもとづいて各店舗に効果的な販促を決める

厚木市、藤沢市、豊島区の特徴にあった商品の販促を進める。



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

日付 顧客id 場所 年齢 商品 購入量

2021/10/1 214516 所沢市 35 A 2

2021/10/1 255835 墨田区 46 B 2

2021/10/1 258889 川越市 34 A 1

2021/10/1 16367 墨田区 26 A 1

2021/10/1 132594 川越市 56 B 2

2021/10/1 234471 新宿区 31 A 1

2021/10/1 61627 新宿区 25 A 1

2021/10/1 186280 所沢市 41 A 2

2021/10/1 62203 所沢市 53 B 3

2021/10/1 126149 川越市 32 A 1

2021/10/1 178385 墨田区 42 B 3

2021/10/1 200140 越谷市 54 B 3

2021/10/1 111168 所沢市 56 B 3

店舗ごとに販売量を集計してみましょう。



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

日付 顧客id 場所 年齢 商品 購入量

2021/10/1 214516 所沢市 35 A 2

2021/10/1 255835 墨田区 46 B 2

2021/10/1 258889 川越市 34 A 1

2021/10/1 16367 墨田区 26 A 1

2021/10/1 132594 川越市 56 B 2

2021/10/1 234471 新宿区 31 A 1

2021/10/1 61627 新宿区 25 A 1

2021/10/1 186280 所沢市 41 A 2

2021/10/1 62203 所沢市 53 B 3

2021/10/1 126149 川越市 32 A 1

2021/10/1 178385 墨田区 42 B 3

2021/10/1 200140 越谷市 54 B 3

2021/10/1 111168 所沢市 56 B 3

店舗ごとに販売量を集計してみましょう。



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

日付 顧客id 場所 年齢 商品 購入量

2021/10/1 214516 所沢市 35 A 2

2021/10/1 255835 墨田区 46 B 2

2021/10/1 258889 川越市 34 A 1

2021/10/1 16367 墨田区 26 A 1

2021/10/1 132594 川越市 56 B 2

2021/10/1 234471 新宿区 31 A 1

2021/10/1 61627 新宿区 25 A 1

2021/10/1 186280 所沢市 41 A 2

2021/10/1 62203 所沢市 53 B 3

2021/10/1 126149 川越市 32 A 1

2021/10/1 178385 墨田区 42 B 3

2021/10/1 200140 越谷市 54 B 3

2021/10/1 111168 所沢市 56 B 3

店舗ごとに販売量を集計してみましょう。

合計 / 購入量 列ラベル

行ラベル A B 総計

越谷市 1054 1178 2232

所沢市 778 1042 1820

新宿区 1346 1159 2505

川越市 769 1116 1885

中野区 1398 1180 2578

町田市 1016 1417 2433

墨田区 1090 1031 2121

総計 7451 8123 15574

ピボットテーブルの作成



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

日付 顧客id 場所 年齢 商品 購入量

2021/10/1 214516 所沢市 35 A 2

2021/10/1 255835 墨田区 46 B 2

2021/10/1 258889 川越市 34 A 1

2021/10/1 16367 墨田区 26 A 1

2021/10/1 132594 川越市 56 B 2

2021/10/1 234471 新宿区 31 A 1

2021/10/1 61627 新宿区 25 A 1

2021/10/1 186280 所沢市 41 A 2

2021/10/1 62203 所沢市 53 B 3

2021/10/1 126149 川越市 32 A 1

2021/10/1 178385 墨田区 42 B 3

2021/10/1 200140 越谷市 54 B 3

2021/10/1 111168 所沢市 56 B 3

店舗ごとに販売量を集計してみましょう。 棒グラフによる可視化



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

日付 顧客id 場所 年齢 商品 購入量

2021/10/1 214516 所沢市 35 A 2

2021/10/1 255835 墨田区 46 B 2

2021/10/1 258889 川越市 34 A 1

2021/10/1 16367 墨田区 26 A 1

2021/10/1 132594 川越市 56 B 2

2021/10/1 234471 新宿区 31 A 1

2021/10/1 61627 新宿区 25 A 1

2021/10/1 186280 所沢市 41 A 2

2021/10/1 62203 所沢市 53 B 3

2021/10/1 126149 川越市 32 A 1

2021/10/1 178385 墨田区 42 B 3

2021/10/1 200140 越谷市 54 B 3

2021/10/1 111168 所沢市 56 B 3

店舗ごとに販売量を集計してみましょう。 棒グラフによる可視化

Aの販売量が多い

Bの販売量が多い



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

販売量が地域によって違いがあることがわかります。

棒グラフによる可視化

Aの販売量が多い

Bの販売量が多い

この違いは何でしょう？



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

販売量が地域によって違いがあることがわかります。

棒グラフによる可視化

Aの販売量が多い

Bの販売量が多い

この違いは何でしょう？

消費者属性に注目してみましょう。



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

日付 顧客id 場所 年齢 商品 購入量

2021/10/1 214516 所沢市 35 A 2

2021/10/1 255835 墨田区 46 B 2

2021/10/1 258889 川越市 34 A 1

2021/10/1 16367 墨田区 26 A 1

2021/10/1 132594 川越市 56 B 2

2021/10/1 234471 新宿区 31 A 1

2021/10/1 61627 新宿区 25 A 1

2021/10/1 186280 所沢市 41 A 2

2021/10/1 62203 所沢市 53 B 3

2021/10/1 126149 川越市 32 A 1

2021/10/1 178385 墨田区 42 B 3

2021/10/1 200140 越谷市 54 B 3

2021/10/1 111168 所沢市 56 B 3

店舗ごとに顧客の平均年齢を集計してみましょう。



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

日付 顧客id 場所 年齢 商品 購入量

2021/10/1 214516 所沢市 35 A 2

2021/10/1 255835 墨田区 46 B 2

2021/10/1 258889 川越市 34 A 1

2021/10/1 16367 墨田区 26 A 1

2021/10/1 132594 川越市 56 B 2

2021/10/1 234471 新宿区 31 A 1

2021/10/1 61627 新宿区 25 A 1

2021/10/1 186280 所沢市 41 A 2

2021/10/1 62203 所沢市 53 B 3

2021/10/1 126149 川越市 32 A 1

2021/10/1 178385 墨田区 42 B 3

2021/10/1 200140 越谷市 54 B 3

2021/10/1 111168 所沢市 56 B 3

店舗ごとに顧客の平均年齢を集計してみましょう。



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

日付 顧客id 場所 年齢 商品 購入量

2021/10/1 214516 所沢市 35 A 2

2021/10/1 255835 墨田区 46 B 2

2021/10/1 258889 川越市 34 A 1

2021/10/1 16367 墨田区 26 A 1

2021/10/1 132594 川越市 56 B 2

2021/10/1 234471 新宿区 31 A 1

2021/10/1 61627 新宿区 25 A 1

2021/10/1 186280 所沢市 41 A 2

2021/10/1 62203 所沢市 53 B 3

2021/10/1 126149 川越市 32 A 1

2021/10/1 178385 墨田区 42 B 3

2021/10/1 200140 越谷市 54 B 3

2021/10/1 111168 所沢市 56 B 3

店舗ごとに顧客の平均年齢を集計してみましょう。 ピボットテーブルの作成

平均 / 年齢 列ラベル

行ラベル A B 総計

越谷市 32.4486692 49.56923077 41.46354635

所沢市 32.69705094 49.68577075 42.47667804

新宿区 31.85843373 48.50528169 39.53327922

川越市 32.50507614 49.78703704 42.49678801

中野区 31.59510086 49.08040201 39.68086754

町田市 32.20722433 50.20916905 42.47303922

墨田区 31.96774194 49.5078125 40.36074766

総計 32.11004016 49.49326011 41.10592947



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

日付 顧客id 場所 年齢 商品 購入量

2021/10/1 214516 所沢市 35 A 2

2021/10/1 255835 墨田区 46 B 2

2021/10/1 258889 川越市 34 A 1

2021/10/1 16367 墨田区 26 A 1

2021/10/1 132594 川越市 56 B 2

2021/10/1 234471 新宿区 31 A 1

2021/10/1 61627 新宿区 25 A 1

2021/10/1 186280 所沢市 41 A 2

2021/10/1 62203 所沢市 53 B 3

2021/10/1 126149 川越市 32 A 1

2021/10/1 178385 墨田区 42 B 3

2021/10/1 200140 越谷市 54 B 3

2021/10/1 111168 所沢市 56 B 3

店舗ごとに顧客の平均年齢を集計してみましょう。 ピボットテーブルの作成

平均 / 年齢 列ラベル

行ラベル A B 総計

越谷市 32.4486692 49.56923077 41.46354635

所沢市 32.69705094 49.68577075 42.47667804

新宿区 31.85843373 48.50528169 39.53327922

川越市 32.50507614 49.78703704 42.49678801

中野区 31.59510086 49.08040201 39.68086754

町田市 32.20722433 50.20916905 42.47303922

墨田区 31.96774194 49.5078125 40.36074766

総計 32.11004016 49.49326011 41.10592947



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

ピボットテーブルの作成

平均 / 年齢 列ラベル

行ラベル A B 総計

越谷市 32.4486692 49.56923077 41.46354635

所沢市 32.69705094 49.68577075 42.47667804

新宿区 31.85843373 48.50528169 39.53327922

川越市 32.50507614 49.78703704 42.49678801

中野区 31.59510086 49.08040201 39.68086754

町田市 32.20722433 50.20916905 42.47303922

墨田区 31.96774194 49.5078125 40.36074766

総計 32.11004016 49.49326011 41.10592947

【仮説】

・商品Aは30代付近に人気

・商品Bは50代付近に人気



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

【仮説】

Aの販売量が多い

Bの販売量が多い

・商品Aは30代付近に人気

・商品Bは50代付近に人気



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

【仮説】

Aの販売量が多い

Bの販売量が多い

40～50代が多い？

30代付近が多い？

・商品Aは30代付近に人気

・商品Bは50代付近に人気



自社データから特徴を捉える

自社の販売データを分析

【仮説】

Aの販売量が多い

Bの販売量が多い

40～50代が多い？

30代付近が多い？

・商品Aは30代付近に人気

・商品Bは40～50代に人気

自社データでわかるのはここまです。

ここからはオープンデータで確認していきます。



分析の流れ

① 自社データから商品AとBの売上の特徴を捉え、仮説を立てる

② e-Statから全店舗の地域データを取得し、仮説を検証する

「Aの購入者の特徴は●●で、Bの購入者の特徴は○○のようだ」

③ 仮説にもとづいて各店舗に効果的な販促を決める

厚木市、藤沢市、豊島区の特徴にあった商品の販促を進める。

「●●な特徴の地域はAが売れており、〇〇な特徴の地域はBが売れているのか？」



分析の流れ

① 自社データから商品AとBの売上の特徴を捉え、仮説を立てる

② e-Statから全店舗の地域データを取得し、仮説を検証する

「Aの購入者の特徴は●●で、Bの購入者の特徴は○○のようだ」

③ 仮説にもとづいて各店舗に効果的な販促を決める

厚木市、藤沢市、豊島区の特徴にあった商品の販促を進める。

「●●な特徴の地域はAが売れており、〇〇な特徴の地域はBが売れているのか？」



オープンデータを利用する

【目標】 商品の販売集計表に地域ごとの年齢別人口のデータを組み合わせる

合計 / 購入量 列ラベル

行ラベル A B 総計

越谷市 1054 1178 2232

所沢市 778 1042 1820

新宿区 1346 1159 2505

川越市 769 1116 1885

中野区 1398 1180 2578

町田市 1016 1417 2433

墨田区 1090 1031 2121

総計 7451 8123 15574



オープンデータを利用する

【目標】 商品の販売集計表に地域ごとの年齢別人口のデータを組み合わせる

合計 / 購入量 列ラベル

行ラベル A B 総計

越谷市 1054 1178 2232

所沢市 778 1042 1820

新宿区 1346 1159 2505

川越市 769 1116 1885

中野区 1398 1180 2578

町田市 1016 1417 2433

墨田区 1090 1031 2121

総計 7451 8123 15574

場所 20代30代人口 40代50代人口

越谷市 ? ?

所沢市 ? ?

新宿区 ? ?

川越市 ? ?

中野区 ? ?

町田市 ? ?

墨田区 ? ?

+

オープンデータから取得する



オープンデータを利用する

「e-Stat」を利用して年齢別人口データをダウンロードしましょう。

https://www.e-stat.go.jp/



オープンデータを利用する

「e-Stat」を利用して年齢別人口データをダウンロードしましょう。

https://www.e-stat.go.jp/

「国勢調査」をキーワード検索



オープンデータを利用する

「e-Stat」を利用して年齢別人口データをダウンロードしましょう。

https://www.e-stat.go.jp/



オープンデータを利用する

「e-Stat」を利用して年齢別人口データをダウンロードしましょう。

https://www.e-stat.go.jp/

「国勢調査」をクリック。



オープンデータを利用する

「e-Stat」を利用して年齢別人口データをダウンロードしましょう。

https://www.e-stat.go.jp/



オープンデータを利用する

「e-Stat」を利用して年齢別人口データをダウンロードしましょう。

https://www.e-stat.go.jp/

「令和2年国勢調査」をクリック。



オープンデータを利用する

「e-Stat」を利用して年齢別人口データをダウンロードしましょう。

https://www.e-stat.go.jp/



オープンデータを利用する

「e-Stat」を利用して年齢別人口データをダウンロードしましょう。

https://www.e-stat.go.jp/

「人口等基本集計」をクリック。



オープンデータを利用する

「e-Stat」を利用して年齢別人口データをダウンロードしましょう。

https://www.e-stat.go.jp/



オープンデータを利用する
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後でコピーをしたとき、
表の位置がずれない
ように絶対参照とし
ておきます。
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自社データと組み合わせて分析

自社の販売データとの関係性を分析

商品の販売量と各年齢の人口に関連があるか分析してみます。

・商品Aは30代付近に人気

・商品Bは50代付近に人気

自社データから得られた仮説 散布図

２つの量的データを縦軸と横軸にとり、
データを点で表した図。



Excel実践

Excelハンズオン
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20代30代人口が多い地域は
商品Aの販売量も多い傾向

2つのデータに直線的な関係がある
「相関がある」

40代50代人口が多い地域と商品A
の販売量に直線的な関係はない

「相関がない」
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40代50代人口が多い地域は
商品Bの販売量も多い傾向

2つのデータに直線的な関係がある
「相関がある」
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40代50代人口が多い地域は
商品Bの販売量も多い傾向

2つのデータに直線的な関係がある
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商品B
40代50代人口が多い地域は
商品Bの販売量も多い傾向

2つのデータに直線的な関係がある
「相関がある」

40代50代人口が多い地域と商品A
の販売量に直線的な関係はない

「相関がない」



分析の流れ

① 自社データから商品AとBの売上の特徴を捉え、仮説を立てる

② e-Statから全店舗の地域データを取得し、仮説を検証する

「Aの購入者の特徴は●●で、Bの購入者の特徴は○○のようだ」

③ 仮説にもとづいて各店舗に効果的な販促を決める

厚木市、藤沢市、豊島区の特徴にあった商品の販促を進める。

「●●な特徴の地域はAが売れており、〇〇な特徴の地域はBが売れているのか？」
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ほど売れる傾向

40代50代が多い
ほど売れる傾向20代30代が多い豊島区では商品Aを取り扱う

40代50代が多い藤沢市, 厚木市では商品Bを取り扱う



問題の解決

◎問題（問題定義）

・商品Aと商品Bの売上が伸び悩んでいる。
・これらの売上を上げるために効果的な販促活動を行いたい。
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◎問題（問題定義）

・商品Aと商品Bの売上が伸び悩んでいる。
・これらの売上を上げるために効果的な販促活動を行いたい。

◎解決

・豊島区では商品Aの販促に力を入れる
・藤沢市、厚木市では商品Bの販促に力を入れる

問題の解決

オープンデータを自社データと組み合わせることで、KKD(勘と経験と度胸)
に頼らない定量的な意思決定を行うことが可能となる
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【参考】相関関係と因果関係について

相関関係と因果関係は別物

郵便局数が多いとコロナ感染者が増える？

郵便局数 コロナ感染者数

原因？ 結果？

2021年11月時点

相関関係あり

相関は必ずしも因果関係を意味しません！

人口

NHKまとめのデータ、および日本郵政のデータより講演者が作成



jSTAT MAPの紹介
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◎問題（問題定義）
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・これらの売上を上げるために効果的な販促活動を行いたい。

◎解決

・豊島区では商品Aの販促に力を入れる
・藤沢市、厚木市では商品Bの販促に力を入れる
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具体的な販促活動を考える

◎問題（問題定義）

・商品Aと商品Bの売上が伸び悩んでいる。
・これらの売上を上げるために効果的な販促活動を行いたい。

◎解決

・豊島区では商品Aの販促に力を入れる
・藤沢市、厚木市では商品Bの販促に力を入れる

問題の解決

→ 認知活動として「ポスティング」を想定

どこにチラシを配布すればよいでしょうか？

「jSTAT MAP」を利用しましょう。



jSTAT MAPとは？

・統計情報を地図上に表示し、視覚的に情報を把握できるシステム。
・誰でも無料で利用することができます。

地図で見る統計“jSTAT MAP”
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統計情報を地図上に表示し、視覚的に情報を把握できるシステム。

https://jstatmap.e-stat.go.jp/jstatmap/main/trialstart.html



jSTAT MAPとは？

統計情報を地図上に表示し、視覚的に情報を把握できるシステム。

https://jstatmap.e-stat.go.jp/jstatmap/main/trialstart.html

ユーザー登録するとより高度な機能
が使えますが、今回はユーザー登録
しなくても使える機能を紹介します。



jSTAT MAPとは？

統計情報を地図上に表示し、視覚的に情報を把握できるシステム。

https://jstatmap.e-stat.go.jp/jstatmap/main/trialstart.html

「統計地図作成」をクリック。
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統計情報を地図上に表示し、視覚的に情報を把握できるシステム。

https://jstatmap.e-stat.go.jp/jstatmap/main/trialstart.html

「2015年」をクリック。

※本来は2020年の国勢調査のデータを使いたいですが、
まだ詳細データがjSTAT MAPに実装されていないので、
今回は2015年のデータを使用します。
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jSTAT MAPとは？

統計情報を地図上に表示し、視覚的に情報を把握できるシステム。

https://jstatmap.e-stat.go.jp/jstatmap/main/trialstart.html

グラフが更新され、ターゲットの多い地域
が一目でわかります。

ポスティングのエリアの選定が可能に！



まとめ

オープンデータは自社データと組み合わせることで真価を発揮します。

・地理的な情報の可視化には「jSTAT MAP」が便利

・統計データ（オープンデータ）の取得には「e-Stat」が有効



今回紹介できなかったこと

jSTAT MAPはログインを行うと利用者のデータをアップロードして可視化を行うことができる。

地図で見る統計“jSTAT MAP”

地域 売上ポテンシャル

渋谷区 1220

港区 1140

新宿区 2560

杉並区 2000

世田谷区 2102

千代田区 1560

中央区 1650

大田区 2440

ログインも無料ですので是非ご活用ください。



最後に
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その先の分析

◎解決への取り組み

・豊島区では商品Aの販促に力を入れることになった。

さらなる分析

集計と可視化だけだとこのような予測を行うことは難しい…。

どのぐらいの売上が見込めるでしょうか？

そのような際には「推測統計」という手法を用います。
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回帰分析

データ間の関係を数式を用いて表し、その関係性を明らかにする分析手法。

（Aの販売量） = 0.0125×（20代30代人口） + 29.111102317
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推測統計（回帰分析）

回帰分析

データ間の関係を数式を用いて表し、その関係性を明らかにする分析手法。

豊島区の人口をこの式に当てはめれば
おおむねのAの販売量が予測できます。

このように、推測統計学を用いて予測
モデルを作ることもできます。

（Aの販売量） = 0.0125×（20代30代人口） + 29.111102317
豊島区の20代30代の人口

= 1308.074
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データを分析するにあたって

現状を把握したい 予測したい

記述統計（集計と可視化） 推測統計（回帰分析など）

目的に合わせて分析手法を選び適応していきます。

今後も統計学を学んで使っていきましょう！




