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俳句に 関す る実践 を，共 同で論文化す る試みであ る 。 こ

の 実践 を論文化す る過程で ，実践 の 背景 に ある意図や ，

題材の捉 え方な ど を新た に知 る とい っ た こ と や，実践論

文 そ の も の に っ い て の 理解が （互 い に ）深 ま る と い っ た こ

と が生 じた 。従来は ， 実 践者が 中心 と な っ て研究者は書

き方をア ドバ イ ス す る とい う ス タイ ル や ，研究者が 中心

と な っ て 執筆 し ， 実践者 は完成後に 内容 を確
．
認す る と い

うス タ イ ル が 中心 で あ っ た と考 え られ る が ，
こ の 論文執

筆の あ り方 は ， それ ら と は異な る もの で あ る 。 両者が対

等 に 執筆に参加し，書 く中で 学 ぶ と い う ス タイル は あ ま

り多 くな い と 思われ るが ，新 たな共 同 の 形 と し て 今後増

えて くる こ と を期待 し た い 。

た仮説検証型 の 研究が多くな る 。 さ らに両者を統合 して ，

新た な実践 モ デル や理論 を構成 して い く こ とも必 要 とな

る。実践 を通 して の 研 究で そ の有効性が示唆 された介入

法 の 有効性 を 実験 デ ザ イ ン で 検証 し て い く
一

事例 実験 や

ラ ン ダ ム 化 臨床試験 （RCT ）， さ ら に は複数の研究結果を

総合 し て そ の 効果 量 を計算す る メ タ 分析 な どは ， そ の 代

表例で あ る 。

　 こ の よ う に 心 理 学の 実践研究 に は，「実践 を通 し て の 研

究」と 「実践 に関する研究」の い ずれ も含ま れ る もの で

あ り ， 最終 的 に そ の 両者を組み合わ せ る こ と で 心 理 学は

豊かな成果 を提 示 で きるよ うに な る とともに社会 に貢献

で き ， ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ を示 す こ と が で き る ような る 。

　実践的研究 は，何 の ため に す るの か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　下 山　晴彦

　学 問 の ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ が 問 わ れ る よ う に な っ た 今

日 ， 心理学研究 もそ の有効性 を社会 に 示 し， 存在意義 を

認 め られ る こ とが 重要な課題 と な っ て い る。そ の 結果 と

して ， 社会 に お い て起 きて い る問題 の 解決 を図 る実践 的

研究が 重 要な役割を担 う よ う に な っ て い る 。 心理 学 が 社

会 に貢献 す る た め に は ， 心 理 学 に対す る社会 的要請や

目々 の 生 活 を して い る人 々 の ニ ーズ を具体的に 把 握し ，

それ に 沿 っ て研究の 成 果を社会 に 還元 して い く必要が出

て く る 。

　 と こ ろ が ， 従来の 心 理学の研究モ デル で は ， 普遍的法

則 の 定立 を目指 した た め に デ ータ を数量化 し ， もの ご と

を高度 に 抽象化す る こ と に よ っ て，生活世界 や 日常言語

の 世界 と は か け離れ た と こ ろ で 研究 を 進 め て い た 面 が

あ っ た 。

　そ こ で ，実践研究 に お い て は数量化 データ で は な く，

言語デー
タを用 い て人 間 の 生活世界 の あ り方 を明 らか に

す る 質的研 究法 が 重要 な役割 を 持 つ よ うに な っ た。した

が っ て ， 心理学に お け る実践的研究の活用 を議論す る 際

に は ，単 に 既存 の 心理 学研 究 を実践的 に 応 用 す る との 発

想で は済 ま さ れ な い こ と に な る 。 つ ま り，そ もそも 「心

理学 に お け る 実践的研 究と は 何 か 」 と い う議論が 必要 と

な る 。

　 こ の 点で 「実践を通 し て の 研究」 と 「実践 に 関す る 研

究」を分け て 考え る こ と が 有効で あ る 。 「実践 を通 し て の

研究 」は ， 実践イ コ ール 研究 と し て ，現実 に 深 く関与 し ，

問題 を 改善 し て い くこ と が 基本 的 あ り方 と な る 。
こ こ で

は グ ラ ウ ン デ ッ ド ・セ オ リー ・ア プ ロ ーチ な ど の 質的研

究法 を 用 い た 仮説生 成型 の 研究 が 多 くな る 。「実践 に 関

す る研究」 は，実践 を通 して得 られた研究知見 を実験法

や 調査法 に よ っ て 検証 して い く研究で あ る． こ こ で は研

究の科学性が 重要 と な り，量 的研究法 と心理統計 を用 い

　よい 実践研究 とは どの よ うな もの か

　　　　　　　　　　　　　　　　　 能智 　正博

　「よ さ」の 判断 は
， 対象 を ど う定義す る か に よ っ て ず い

ぶ ん と違 っ て くる も の で ある 。 「実践研究」の 「実践 」に

は ， ア ク シ ョ ン と い う意味 と プ ラ ク テ ィ ス と い う意味 が

あるが ， アク シ ョ ン として の 実践だ けを考え て い くの で

は な く，
プ ラ ク テ ィ ス と して の 実践 を取 り込 ん で い け る

か ど うか と い うの が ，実践研究 の よ さ の
一

つ の 条件に な

る と い う点を こ こ で は お 話 し し た い
。

　古典的な ア ク シ ョ ン リサ ー
チ は，「社会的変化 ある い は

社会的改善を主要な 目的と し て社会的事態な らび に 改善

活動 に関 して行 う研究」 と定義 され ， 人び との ニ ーズを

満た す か ど うか が 研究 の 評価 と 関わ っ て きた 。
こ うした

有用性の 基準は 当た り前 と と ら れ る か もしれ な い が ，有

用性ばか りが 強調 さ れ る と研究の 範囲が 狭ま っ た り，そ

の 有用性 が 特殊な もの に な っ た りす る お それ が あ る 。

　例え ば，時間や 資金 に 限 りが あ る研究者は ， 研究課題

とし て明確で，定義 さ れ や す く短期的に成果が 出や す い

ニ ーズ に注 目し が ち に な る の が 人情 で あ る。そ うした

ニ
ーズ も大切 か もしれな い が ， 教育や 心理 の 分野は明確

な結果 が 比較的短 い 時間 に お い て 示 せ る よ う な こ と ば か

りをや っ て い る わ け で は な い 。例 えば重度 の 障害 を持 つ

子 ど もた ち と関わ っ て い る先生方は ， 変化 が ある の かな

い の か わ か らな い ような毎 日の繰返 しの 中で 子 ど もた ち

と関 わ っ て い る 。

　また，現場や人 々 の ニ ーズ を う ま く事前 に 捉え ら れ る

の か と い う問題 も あ る 。 ア ク シ ョ ン リサ ーチが 創始さ れ

た 20世紀前半 で あ れ ば と もか く，現 代の 現場 は様々 な

ニ
ーズ と それ を反 映 し た ナ ラ テ ィ ブが 錯綜 し て い る。

ニ ーズ は個別化 し細分化 され て お り， 研 究結果 と対応さ

せ る こ とが しばしば難 しい 。そ こ で は ，
ニ ーズ を 満 た す

知識や技能を生 み 出 す の で は な く ， そ の ニ
ーズ 自体 を実

践の 現場で明 らか に し て い くこ とが 必要 とされ る 。 実際 ，
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近 年の アク シ ョ ン リサ
ー

チ は，現場 で 生 き る 人 々 の 問 で

価 値の 調整 が 必 要 な と き に 要請さ れ る こ とが 多 い と さ れ

て い る。

　 さ ら に ，ニ
ーズ が 最初 か ら明確 な もの と し て存在す る

と い う前提 に も ま た疑問が 残る 。 例 え ば現代 の 資本主 義

社会 で は ， も と も との ニ ーズ と い う よ り も，供給さ れ る

様々 な情報や サ ービ ス が ニ ーズ　　あ る い は欲望……を

つ くり出す 。 ア ク シ ョ ン リ サ ーチ で い わ れ る ニ ーズ に し

て も， ア ク シ ョ ン や それ に伴 う情報やサービ ス 等に よ っ

て 事後 的 に 発見 ・構 築 さ れ る も の か も し れ な い 。だ と し

た ら，ア ク シ ョ ン が ニ
ーズを満た し て い る か ど うか と い

う こ と も ， 研究過程の中で確認 さ れ な くて は な ら な い
。

つ ま り， プ ラ ク テ ィ ス の現場 に戻 っ て み な い と ， 研究の

結果の 有用性は判断 で きな い
。

　 プ ラ ク テ ィ ス は，多 くの 場合 日常的で 反 復的 な行為 を

指す 。 そ こ に 見 られ る時間範囲 は 「アク シ ョ ン 」 よ りも

長 く，単一
の 目的 と い うよ りも様々 な 目的の 錯綜の 中で

行為が な さ れ て い る 。 そ れ に対 し て ア ク シ ョ ン は 自発 的

で 目的的な行為で あ り， 結果が比較的短期 に現れ て くる

と い っ た ニ ュ ア ン ス が あ る 。 研究 実践 は
一

種の ア ク シ ョ

ン だ が ，現場 の 実践 は ア ク シ ョ ン とい うよ りむ し ろ プ ラ

クテ ィ ス で あ る 。 実践研究 と い うアク シ ョ ン に お い て 重

要な の は ， 常 に現場 の 実践 ＝ プ ラ ク テ ィ ス に戻 して 考え

直す とい う対話的な契機で あ ろ う 。 そ うしたプ ラ ク テ ィ

ス へ の 視線 を失わ な い こ と が ，実践研究 の 良 さ の 必 要条

件 で はな い か と思わ れ る。

　 研究を対話的な もの と し て 捉え直すと し た ら，ふ だ ん

の 人 々 の対話が ど の よ う に活性化 し ， 円滑な もの に な る

の か と い う点が 研究 の 良さ を考え る と き に も 参考に な る 。

結局 ， 相手 に届 くような言葉を発す るた め に は ， 相手 の

声 を ど れだ け取 り込 む こ とが で き る か に か か っ て い る。

具体的に は ， 発 せ ら れ た 自分の 言葉に対 し て相手が ど の

よ うに 反 応 す る か を注意深 く見 る こ と ， そ し て ， 相手 が

自分 の 言葉を どの よ うに 理解 して い るか を推測 しなが ら

次の 言葉 を探す こ と で あ る。こ の 2 つ は 質 的研究 な ど の

文脈で 近年注 目 され て い る研究評価の視点 ， プ ロ セ ス の

重視 と内省性 （rcfiexivity ）に 対応し て い る。た だ ，プ ロ セ

ス の 取込 み に せ よ リ フ レ イ キ シ ビ テ ィ に せ よ ， 実践研究

の 文脈で操作的に き ち ん と定義さ れ て い る わ け で は な い 。

個 々 の 研 究 に お い て 研 究者 が そ れ を ど う示 し，ま た 評価

者が そ れ を ど う確認 す る か は ， 今後 の検討課題 と し て 残

る だ ろ う。

『教育心理 学研究 」に おけ る 「実践研究」の 意義 と課題

　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　 中澤 　潤

『教育心理 学研 究』48巻 （2000）よ り原著論文 と して 「実

践研 究」が掲載 さ れ る よ う に な り ， 今回 で 9 年 日 を迎 え

た 。こ の 間 の 「実践研 究」 の 特徴を示 し
， そ の 意義 と課

題 を考え る。

　 「実践研究」の 動向　　『教育心理 学研究』に 「実践 研究」

の 投稿 が 開始 された 1999年か ら2007年 まで の 全投稿論文

（1，007編 ） を見 る と
， 「実践 研究」投稿数 は徐 々 に増加 し，

こ の数年 は 20前後で 推移 し て い る。「一般論文」 （「実践研

究二 以外 の 原著 論 文 を仮 に こ う呼 ぶ ）の投稿 は1999年か ら2001

年 に か け急増 した が，2006年以降や や低下傾向 に ある。

そ の た め
， 投稿論文 に 占め る 「実践研究」の 割合は ，

1999

年 の 7．1％ か ら2007年度の 19．6％ へ と上昇 し て い る。投

稿増加 に 対 応 し，掲載 「実践研究」数 も ，
48 ・49巻 7編

（ID．0％ ）， 50 ・51巻 14編 （15 ．9％ ），52 ・53巻 14編 （15 ．

4％ 〉， 54・55巻21編 （21，9％） と増加 して い る 。

　投稿増加 の 背景 と して ，ア カ デ ミ ッ クな要因 で は ， （1）

「学習科学」に よ る教授・学習 研究の 発 展 ， （2贋 的研究法

の 発展が，社会的要因で は，（3覡 職教員大学院生 の 増加，

（4）ス クー
ル カ ウ ン セ ラーの配置が ， さ ら に それ ら の相乗

効果 として の ， （5）大学教員 ・院生 の 教育実践へ の 関心 の

高 ま り， が挙げ られ よう 。

　 掲載 「実践研究」の 特徴　著者 で は 共著 の 割合 が 高 い

（62．5％）。 単著の 場合，大学教 員（47．6％），大学院生 （23．8％〉

が多い が，学校教員等の割合も28．6％ある。共著の 場合，

最 も多 い の は大学教員 と学校教員や カ ウ ン セ ラ ーと の協

働 に よ る もの で 45．7％ を占 め る。現場 と大学 の 協働が蓄

積 さ れ て き て い る こ とや ，大 学研究者 の 実践 へ の 関心 の

高ま りを窺わせ る。

　 研究領域を見 る と ， 教育方法や教育内容の 実践的教育

開発研 究 ｛4Ll ％）， 学校適応 へ の対応 や 予防の 教 育臨床研

究 （46．4％）， その 他 （12．5％）で あ り， 教 育開発 と教育臨床

が 「実践研究」 の 2 つ の 流れ で あ る。

　 研究手法で は ， 教育開発 研究で は量 的研究（56．5％）， 質

的研究 （21，7％）， 量質両方 （21、7％），教育臨床研究 で は 量

的研究 （34．6％），質的研 究 （53．8％），量質両 方 （11、5％ ）の 割

合で あ る。い ずれ の領域で も質的研究が増加 して お り，

近 年の 質的研究の隆盛が反映 さ れ て い る。教 育開発研 究

の 65．2％，教育臨床研究 の 65．4％は統制群 を設 けて い な

い が
， 統制群 を設 け た 群 比 較 研 究 は 教 育 開発 研 究 で

8．7％ ， 教育臨床研究で 30．8％ と後者が多 い
。 臨床研究 に

お け る Evidence　 Based　 Appr 〔〕ach を 反映 し て い る の で

あ ろ う。 こ れ らの 分析結 果 は 太田 ・秋 田 （2003）で 見 ら れ

た 投稿論文調査 結果 を引き継 ぐもの で あ る。

　 「実践研究」設定 の 意義 と効果　「実践研究」の 設定は ， 「一

般論文」で取 り上 げ られ なか っ た新 たな領域 を切 り開 き，

以下 の よ うな 効 果 を 与 え て い る 。 （1）『教育 心 理 学 研 究 』

が ， 優れた教育・教育臨床実践 の 研究情報交流 の 場 とな っ
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