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学生は質的心理学の 教育か ら何を得るか
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　質的心理学 の 教育が携え て い る教育効果 に つ い て ，心

理学 の 基本的な研究指導 の み な らず，応用 的分野 に お け

る訓練や指導 ， 心 理 学以外を専攻す る学生 の 教育 も視野

に 入れ ， 自らの 教育実践 の 経験 に 基づ い て語 り合う場 を

設 け た 。従来の 「量 」 に加 え て 「質」的手法 を取 り入 れ

る と， 学生 に は どんな利点 が 生じ る の か 。 質的心理学の

導入 に よ っ て，何 らか の パ ラ ダ イ ム シ フ トは 生 じ る の か 。

心理学教育の 中 に ， 質 と量 を ど う位置 づ け る の か
。 メ ン

バ ーと し て は ， 学部生向け の 質的心理学 の テ キス ト 「動

き な が ら識 る，関 わ りなが ら 考 え る一
心 理 学 に お け る 質

的研究 の 実践」け カ ＝ シ ヤ 出版，2005 年）を と もに 作 っ た 関

係者 に お 集 ま り願 っ た。

　心理 学を学ぷ 初期段階 に お い て質的研究を体験す る こ

　 との 効能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊藤　哲司

　「地図 を持 っ て街 に出よ う ！」と い う課題 か ら始 ま る実

習 （心 理 学 専攻 2年 生 の 必修 ）を ス ラ イ ドで 紹介 し ，
フ ィ

ール

ドワ
ーク を 主 と し た 質的研究を体験す る効 能を，学 生 の

レ ポ
ー

トや発表 や コ メ ン トか ら探 っ た 。 フ ィ
ール ドワ

ー

ク は 講義だ けで は身に付か ず ， 体験 を通 じて 理解 が 進む 。

学生 たちは身近 な街 を 「フ ／
一

ル ド」 と見なして ， 街の

人 た ち の 声 に 耳を傾け 始 め た と き，新鮮 な発見 を体感し

て い く。 そ れ は心 とい う 「内」 に 向か い が ち だ っ た関心

を， 「外」へ と転換 さ せ る契機 と な る。自分 の 心 を知る た

め に も他者 と出会 っ て い く必要 が あ る こ と に 気づ く。 そ

れ が ラ イ フ ス タ イ ル の 見直 しに つ なが り，自分 も な じ み

の 店 を作 りた い ，な ど と感 じ始 め ， 自分が変わ る き っ か

け に な る。い わ ぼ リハ ビ リ的な機能が生 じて い る。 学生

た ち は 多 くの 人 に 話 を 聞 く体験 か ら ， 対話 の 重要性 に気

つ い て い く。臨床心理 へ の 直線的 な関心 し か な か っ た学

牛 が ，回 り道 の 意 味を か み し め 始 め る。こ う して ，実習

を通 じて学生 は 「柔 らか く響 く体」 へ と変化を 遂 げて い

く。

　心理臨床家の 教育と質的研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 能智　正 博

　臨床心理 士養成の 大学院で ， 科学者の 目 と実践者 の 目

を持 つ
， 「サ イ エ ン テ ィ ス ト・プ ラ ク テ ィ シ ョ ナ ー

」 の 養

成 を目指 して い る 。 臨床実践 の 心構 え と質的心理学研究

の 技能 は ， 柔 軟性 や 能動性 を初 め と し て ，実は対応 す る

と こ ろ が 多 い 。グ ラ ウ ン デ ッ ドセ オ リーの絶え ざ る仮説

生 成と修正 は ， 臨床実践 で ケ ース に 応 じ た仮説 を作成 し

ようとす る営み と重なる 。 ク ラ イア ン ト と臨床家 と の 関

係を考慮 し なが ら語 りを理解する こ と も，ナ ラ テ ィ ブ分

析の 視点 と重 な り合 う。 授業で は ， 「ラ イ フ ス トーリーを

書 く」課題 を 出 し て い る。自分 な ら こ う言わ な い と か他

と 食 い 違 う とか ，「気 に な る 」部分 に 出会 っ た と こ ろ で 立

ち 止 ま っ て もらう。「よく分 か らな い 」こ と が 認識で き る

の は
， 人間 の 特権 と も い わ れ る 。 曖昧さ に耐 え な が ら，

対象へ の 関心を持続 して 問 い を深 め て い っ て も ら う 。
こ

れ は 臨床家 に 望 ま れ る態度 と，ま さ に 共通す る。社会や

文化の マ ク ロ 要因 も含めた ， 複雑 な網 の 目 と と も に対象

を理解す る質的研究の 視点 も ， 近年の 心理臨床 に お ける

コ ン サ ル テーシ ョ ン 活 動 と 通 じ る。

　保育者養成の 短大学生は質的心理学 の 教育か ら何を得

　るか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡本　依子

　保育者 （保育 土 と幼 稚園教 諭） を養成す る 短期大学 で は ，

卒業後直 ち に 現場 に 立 つ た め，実践 重視 の カ リキ ュ ラ ム

が 組 まれ て い る 。 「講義系」と 「表現系」科目 に 分 か れ ，

後者に関心 が集 ま りやすい が，心 理 学は前者だ 。 学生 の

「興味関心 を言語化」す る こ と を 主 た る 目標に 据 えて ，研

究 とい う形式 に 触れ て お くこ とや ，保育や発達 へ の 意識

を高 め る こ と も促 す 。 日の 前 の 現象 をス ト
ー

リ
ー

化 し て

理 解 して 欲 しい と願 っ て い る。理論的知識 と実践をどう

結 び つ け る か で つ ま ず く例が 多 い 。学生 に は，写真か ら

の読み 取 り練習 ， 家庭 を訪問 して の 親子 の 関わ り調査 ，

子 ど も の 散歩へ の 同伴体験 ， お もち ゃ 屋 で の 迷子調査な
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